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限りある資源を大切に使い環境を守っていく―�
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タイ国などでは、エビの養殖の為、マングローブが減少し、きれいな海岸を

維持するのがだんだん難しくなってきていると、ある講演会で聴きました。

人間は、自然界のもたらすあらゆるものを消費し、利用し生活しているので

すが、人間のエゴが環境を破壊し国によって差があるとはいえ、自然界との向

きあい方が大変重要になっていることは、万人の承知しているところです。

今回のIMAGINでは、南北朝時代の春日山原始林－山木枯槁をめぐっ

て－ということで、長坂成行教授に書いていただきました。

人口が36万人を越す奈良市は、すぐそばに世界文化遺産である春日の原始林

があるのですが、このような所は世界をみても例がないと思います。

それは、人間と自然との共生がうまくマッチした、古代からの奈良人のすば

らしさと思います。奈良にとって、保存と開発は永遠のテーマですが、信仰を

含めた自然へのWORSHIPを奈良から世界中に広めたいものです。
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南北朝時代の春日山原生林　― 山木枯槁
こ こ う

をめぐって ―
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【
観
応
年
間
の
南
北
朝
抗
争
】

観
応
か
ん
の
う
三
（
一
三
五
二
）
年
と
言
え
ば
、
南
北
朝

内
乱
の
ま
っ
た
だ
中
で
、
南
朝
の
年
号
で
い
え
ば

正
平
し
ょ
う
へ
い七
年
。
そ
の
前
年
、
南
朝
と
の
和
睦
（
正
平

の
一
統
）
を
結
ん
だ
将
軍
足
利
尊
氏

あ
し
か
が
た
か
う
じ
は
、
弟
直
義
た
だ
よ
し

と
の
抗
争
の
た
め
関
東
に
下
向
し
て
お
り
、
京
都

は
子
義
詮

よ
し
あ
き
らが
守
る
の
み
、
そ
の
空
隙
を
つ
い
て
南

朝
方
は
後
村
上

ご
む
ら
か
み

天
皇
を
擁
し
て
大
阪
の
住
吉
か
ら

八
幡
（
八
幡
市
）
へ
進
攻
、
い
っ
た
ん
は
京
都
を

制
し
義
詮
を
近
江
へ
追
い
落
と
す
ほ
ど
の
力
を
み

せ
た
。
し
か
し
勢
力
を
盛
り
返
し
た
義
詮
は
、
こ

の
年
三
月
二
十
一
日
、
八
幡
の
南
軍
を
攻
め
、
宇

治
・
山
崎
で
も
優
勢
で
あ
っ
た
。
五
月
十
一
日
、

南
軍
の
八
幡
は
陥
落
、
後
村
上
天
皇
は
奈
良
を
通

り
、
宇
智
郡
か
ら
賀
名
生

あ

の

う

の
南
朝
の
御
所
へ
の
が

れ
た
。
そ
の
直
前
、
四
月
下
旬
ご
ろ
、
春
日
社
の

背
後
の
山
々
の
木
々
が
突
如
枯
れ
出
し
た
の
で
あ

る
。

【
春
日
山
原
生
林
】

奈
良
公
園
の
東
に
位
置
す
る
山
間
部
、
御
蓋
山

み
か
さ
や
ま

を
中
心
と
す
る
一
帯
に
広
が
る
春
日
山
原
始
林

は
、
一
九
五
六
年
、
国

の
天
然
記
念
物
の
指
定

を
受
け
、
近
年
は
春
日

大
社
・
興
福
寺
・
東
大

寺
な
ど
と
共
に
世
界
文

化
遺
産
と
し
て
も
登
録

さ
れ
た
。
な
ぎ
を
中
心

に
八
百
余
種
の
植
物
種

が
生
え
る
こ
の
原
生
林

は
、
古
都
奈
良
の
市
街

の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
、

散
策
や
森
林
浴
に
ま
こ

と
に
格
好
の
場
所
で
あ

る
。
広
大
な
自
然
林

（
か
な
り
手
が
加
え
ら
れ
て
は
い
る
が
）
が
存
続

し
て
い
る
の
は
、
今
日
的
な
自
然
保
護
の
意
識
だ

け
で
な
く
、
古
来
こ
の
一
帯
が
春
日
大
社
の
神
域

で
あ
り
、
そ
の
樹
木
は
神
木
で
あ
る
と
い
う
信
仰

に
支
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

【
春
日
の
山
木
枯
槁
こ
こ
う

】

春
日
の
山
木
が
枯
れ
る
と
い
う
現
象
は
、
鎌

倉
・
室
町
時
代
の
大
き
な
も
の
に
限
っ
て
も
十
数

回
発
生
し
て
い
る
。
原
生
林
の
枯
槁
と
い
う
現
象

が
、
当
時
の
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め

ら
れ
た
の
か
、
今
回
は
原
生
林
内
の
散
歩
な
ら
ぬ
、

南
北
朝
時
代
の
観
応
三
年
と
い
う
年
に
タ
イ
ム
・

ス
リ
ッ
プ
し
て
追
体
験
し
て
み
よ
う
。

こ
の
年
四
月
の
山
木
枯
槁
に
つ
い
て
は
い

く
つ
か
の
史
料
に
見
え
る
が
、
ま
ず
は
北
朝

の
前
太
政
大
臣
で
あ
る
洞
院
公
賢

と
う
い
ん
き
ん
か
た
（
当
時
六

十
二
歳
）
の
日
記
『
園
太
暦

え
ん
た
い
り
ゃ
く
』
を
ひ
も
と
い

て
み
る
。
五
月
八
日
付
で
春
日
の
神
主
師
俊
も
ろ
と
し

か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
報
告
が
あ
っ
た
。

一
、
去
る
四
月
二
十
九
日
に
枯
槁
を
発

見
、
翌
日
点
検
し
た
ら
枯
木
は
五
九

八
一
本
（
も
と
も
と
葉
の
な
い
古
い

枯
木
は
除
く
）、
こ
の
他
木
の
三
分
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の
一
、
四
分
の
一
が
枯
れ
始
め
て
い
る
も

の
は
数
え
切
れ
な
い
。

二
、
五
月
三
日
の
再
調
査
で
二
六
九
七
本
の

枯
木
を
追
確
認
し
た
。

三
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
文
暦

ぶ
ん
り
ゃ
く
（
嘉
禎
か
て
い

）
・

嘉
元
か
げ
ん

年
間
の
前
例
に
準
じ
て
社
司
ら
が
社

頭
に
参
籠
し
一
日
か
ら
祈
祷
を
始
め
た
。

四
、
興
福
寺
の
学
僧
は
唯
識
論

ゆ
い
し
き
ろ
ん
千
部
の
転
読
て
ん
ど
く

（
省
略
し
た
読
み
方
）
を
三
日
か
ら
開
始
。

五
、
六
方
衆
徒

ろ
っ
ぽ
う
し
ゅ
う
と

（
若
手
の
修
学
者
）
は

三
十
頌

さ
ん
じ
ゅ
う
じ
ゅの
転
読
を
四
日
か
ら
始
め
た
。

山
木
枯
槁
は
京
都
の
要
人
に
報
告
が
も
た
ら
さ

れ
る
よ
う
な
重
大
な
事
件
で
、
公
賢
は
「
も
っ
て

の
ほ
か
の
こ
と
だ
。
氏
族
（
藤
原
氏
）
に
と
っ
て

こ
れ
以
上
の
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」

と
書
い
て
い
る
。
春
日
社
は
藤
原
氏
の
守
り
神
で

あ
り
、
そ
の
山
木
枯
槁
は
調
査
と
対
処
が
必
要
な

異
常
現
象
と
い
え
る
。
二
回
の
調
査
で
合
計
八
六

七
八
本
の
枯
木
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
。
神
人
が

春
日
原
生
林
に
入
り
込
ん
で
一
本
ず
つ
か
ぞ
え
た

の
か
、
そ
れ
と
も
も
っ
と
よ
い
方
法
が
あ
っ
た
の

か
興
味
深
い
と
こ
ろ
だ
が
、
端
数
ま
で
記
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
真
剣
さ
が
み
て
取
れ
、
一
方
で
ま
た

胡
散
臭

う
さ
ん
く
さ

さ
も
感
じ
ら
れ
る
。
三
項
以
下
は
、
こ
の

異
変
が
初
回
で
は
な
く
、
一
二
三
〇
年
代
（
文

暦
）
・
一
三
〇
〇
年
代
（
嘉
元
）
に
前
例
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
当
時
の
例
に
倣
い
、
神

官
は
祈
祷
、
興
福
寺
の
大
衆
だ
い
し
ゅ
は
経
典
の
読
誦
ど
く
じ
ゅ
を
し

て
対
処
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
枯
槁

を
単
な
る
虫
害
や
旱
魃
か
ん
ば
つ
・
倒
木
と
と
ら
え
た
の
で

は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

【
山
木
枯
槁
は
何
を
意
味
す
る
か
】

春
日
と
そ
の
周
辺
の
人
々
が
山
木
枯
槁
を
ど
の

よ
う
に
理
解
し
た
か
は
、
奈
良
時
代
の
神
護
景
雲

じ
ん
ご
け
い
う
ん

二
（
七
六
八
）
年
十
月
の
御
託
宣

ご
た
く
せ
ん

が
ヒ
ン
ト
に
な

る
。

藤
原
氏
の
繁
昌
と
法
相
宗

ほ
っ
そ
う
し
ゅ
う
の
護
持
の
た
め
に

私
（
春
日
神
）
は
御
笠
み
か
さ

山
に
跡
を
垂
れ
た
。

末
代
に
神
事
に
違
例
が
生
じ
、
政
が
受
け
容

れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
、
樹
木
は
た
ち
ま
ち

に
枯
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
す
れ
ば
私
は
こ
の
山
を
去
り
、
天
城

て
ん
じ
ょ
う
へ
還

る
も
の
と
思
え
。
そ
の
時
、
氏
人
は
慎
み
畏

れ
る
べ
き
だ
。
た
だ
し
、
お
前
た
ち
の
子
孫

中
臣
氏

な
か
と
み
し

が
、
精
進
潔
斎
し
信
心
を
こ
ら
し
供

物
を
備
え
七
日
七
夜
祈
念
す
る
な
ら
ば
、
こ

こ
に
還
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
春
日
の
神
の
お
告
げ
の
内
容
は
『
春
日
権
現

か
す
が
ご
ん
げ
ん

験
記
絵

げ
ん
き
え

』『
園
太
暦
』『
実
隆
公
記

さ
ね
た
か
こ
う
き

』
な
ど
に
み
え

る
周
知
の
も
の
で
、
中
世
の
人
々
は
春
日
山
木
枯

槁
を
、
た
だ
ち
に
神
意
の
発
現
と
理
解
し
た
で
あ

ろ
う
。
興
福
寺
、
東
金
堂

と
う
こ
ん
ど
う
の
記
録
で
あ
る
『
細
々
さ
い
さ
い

要
記
よ
う
き

』
は
、
四
月
二
十
七
日
夜
大
雨
大
風
の
あ
と
、

春
日
山
か
ら
神
火
が
出
現
し
北
西
（
ま
た
は
山
城
や
ま
し
ろ

の
辺
か
ら
東
）
へ
飛
ん
だ
と
記
す
。
実
際
に
光
る

も
の
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
春
日
社

か
ら
神
が
去
り
な
さ
っ
た
と
感
得
し
た
、
興
福
寺

の
僧
の
意
識
の
反
映
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
法
隆

寺
の
『
嘉
元
記

か
げ
ん
き

』
も
「
春
日
大
明
神
、
御
山
を
御

出
云
々
」
と
す
る
。

【
神
意
に
背
く
も
の
と
は
】

さ
て
春
日
の
神
の
心
に
背
く
も
の
と
は
何
か
。

時
期
か
ら
考
え
て
、
冒
頭
に
ふ
れ
た
よ
う
な
南
北
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朝
の
抗
争
以
外
に
は
考
え
に
く
い
。
現
に
春
日
社

か
ら
程
遠
く
な
い
所
で
記
さ
れ
た
前
述
の
『
嘉
元

記
』
は
、
春
日
山
の
樹
木
が
枯
れ
た
の
は
「
天
下

動
乱
、
或
は
両
門
主
兵
乱
に
よ
っ
て
か
」（
同
年

四
月
二
十
五
日
）
と
す
る
。

南
朝
方
の
最
後
の
攻
勢
と
も
い
う
べ
き
観
応
三

年
五
月
の
八
幡
攻
防
は
、
結
局
幕
府
軍
が
勝
利
を

お
さ
め
た
。
公
賢
の
日
記
を
た
ど
る
と
、
彼
の
も

と
に
山
木
枯
槁
の
報
が
届
い
た
直
後
の
、
五
月
十

二
日
の
条
に
八
幡
は
敗
北
、
主
上
（
後
村
上
天
皇
）

以
下
皆
没
落
、
少
々
は
南
都
（
奈
良
）
に
留
ま
る
。

十
三
日
に
は
敗
北
の
人
々
、
南
都
を
通
過
、
と
あ

る
。
十
五
日
に
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
で
は
、
去
る

十
二
日
後
村
上
天
皇
が
唐
招
提
寺
で
茶
を
供
さ

れ
、
宇
智
郡
へ
の
が
れ
た
由
。
十
七
日
に
は
南
都

か
ら
の
飛
脚
が
後
村
上
天
皇
敗
走
の
さ
ま
を
伝
え

て
き
た
。
天
皇
ら
し
き
人
は
褐か
ち
んの
直
垂
ひ
た
た
れ
（
武
家
の

平
服
、
こ
こ
は
鎧
の
下
着
）
を
着
て
兵
士
の
中
に

混
じ
っ
て
い
た
。
馬
に
つ
け
る
鞍く
ら
の
前
輪
に
、
新

し
い
葛
箱

か
づ
ら
は
こを
懸
け
て
お
り
、
こ
れ
が
三
種
の
神
器

の
容
器
か
と
推
測
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
時
の
後
村
上
天
皇
一
行
の
敗
走
は
『
太
平

記
』
巻
三
〇
（「
芳
野
の
主
上
還
幸
の
事
」）
に
も

記
事
が
あ
り
、

主
上
は
、
古
津
川

こ
つ
が
は

（
木
津
川
）
の
端
を
西
に

添
う
て
、
御
馬
を
早
め
さ
せ
玉
ふ
と
こ
ろ
に
、

備
前
国
の
住
人
松
田
備
中
守
、
備
後
国
の
住

人
宮み
や
の入
道
道
仙
、
五
百
余
騎
に
て
追
ひ
、
取

り
籠こ

め
進
ら
せ
て
、
雨
の
ふ
る
如
く
射
け
る

矢
に
は
、
遁の
が
れ
さ
せ
給
は
じ
と
御
痛
は
し
く

ぞ
見
え
た
り
け
る
。
さ
れ
ど
も
、
天
地
神
明

も
い
ま
だ
棄
て
は
て
さ
せ
給
は
ざ
り
け
る
に

や
、
御
鎧

お
ん
よ
ろ
い
の
心
板
む
な
い
た
・
草
摺
く
さ
ず
り
の
は
づ
れ
、
若
干
そ
こ
ば
く

の
（
た
く
さ
ん
の
）
矢
ど
も
立
ち
し
か
ど
も
、

一
つ
も
裏
を
ば
懸
か
ざ
り
け
り
。

と
、
天
皇
自
身
に
も
矢
が
飛
び
交
う
中
を
敗
走
し

た
と
あ
る
の
は
、『
園
太
暦
』
の
記
事
に
か
な
り

近
い
。

南
朝
方
の
敗
走
は
北
朝
方
に
は
慶
事
で
あ

り
、
抗
争
の
鎮
静
に
と
も
な
い
神
は
春
日
へ

還
御
か
ん
ぎ
ょ
し
た
と
い
え
よ
う
か
。

【
山
木
蘇
生
の
た
め
の
御
神
楽
】

さ
て
そ
の
後
、
枯

れ
た
山
木
は
ど
う
な

っ
た
の
か
。
五
月
二

十
四
、
神
主
師
俊
は

こ
う
報
告
し
て
い

る
。
枯
木
に
青
葉
が

付
き
始
め
て
い
る
と

い
う
噂
が
十
四
日
に

あ
り
、
十
五
日
に
調

べ
た
と
こ
ろ
九
十
六

本
に
及
ん
だ
。
そ
の

後
も
青
葉
に
回
復
し

て
い
る
と
い
う
が
、

未
調
査
で
あ
る
。

さ
ら
に
七
月
八
日
の

報
告
で
は
、
六
月
二
十

六
日
か
ら
七
月
二
日
ま

で
枯
木
復
活
の
た
め
に

神
楽
を
行
っ
た
。
た
だ

し
、
七
月
二
日
の
結
願

の
後
に
つ
い
て
の
神
主

の
報
告
は
微
妙
な
も
の

で
あ
る
。
結
願
の
後
、

と
く
に
奇
瑞
き
ず
い

の
こ
と
は

見
え
な
い
と
い
う
説
が

あ
る
。
ま
た
枯
木
に
青

が
戻
っ
た
と
も
い
う
者

も
い
る
が
ま
だ
点
検
し

て
な
い
、
調
査
後
に
報
告
す
る
、
と
い
う
す
っ
き

り
し
な
い
文
面
で
、
何
か
含
む
と
こ
ろ
が
感
じ
ら

れ
る
。
ま
だ
点
検
し
て
い
な
い
、
と
ぬ
け
ぬ
け
と

書
い
て
い
る
あ
た
り
は
神
人
の
意
図
的
な
怠
慢
と

も
読
み
取
れ
る
。

こ
の
七
月
八
日
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
神
楽
の
費

用
の
う
ち
一
万
疋
を
武
家
（
足
利
義
詮
）
が
、
公

家
が
五
百
疋
、
不
足
分
三
、
四
千
疋
は
興
福
寺
が

負
担
し
た
、
と
い
う
。
こ
の
あ
た
り
の
、
負
担
額

の
不
均
衡
、
と
く
に
肝
心
の
公
家
が
僅
か
し
か
寄

進
し
て
い
な
い
点
が
、
山
木
蘇
生
の
す
っ
き
り
し

な
い
報
告
に
も
響
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。と

も
あ
れ
、
い
ま
に
残
る
春
日
の
原
生
林
は
、

単
な
る
自
然
林
で
は
な
く
政
治
や
宗
教
な
ど
と
の

深
い
か
か
わ
り
の
中
で
維
持
さ
れ
て
き
た
貴
重
な

文
化
遺
産
で
あ
る
。
神
社
の
背
後
に
広
が
る
山
木

は
、
聖
な
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

賀
茂
神
社
・
日
吉
神
社
な
ど
で
も
同
じ
よ
う
な
事

象
が
歴
史
に
残
る
。
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今
回
も
前
回
に
続
い
て
バ
ル
ザ
ッ
ク
の

『
幻
滅
』
に
つ
い
て
書
い
て
み
よ
う
。

そ
の
前
に
す
こ
し
寄
り
道
を
す
る
。

奈
良
あ
た
り
の
古
書
店
で
は
、
め
っ
た
に

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
本
に
出
会
う
こ
と
は
な
い
の

だ
が
、
先
日
、
行
き
つ
け
の
店
で
、
偶
然
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
『
浮
か
れ

女
盛
衰
記
』
と
い
う
端
本
で
、
訳
者
は
寺
田

透
だ
っ
た
。

版
元
は
創
元
社
で
、
上
下
セ
ッ
ト
の
う
ち

上
巻
だ
け
が
出
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と

も
う
一
冊
あ
っ
た
が
、
何
で
あ
っ
た
か
忘
れ

て
し
ま
っ
た
。

結
局
、
保
存
状
態
が
あ
ま
り
よ
く
な
か
っ

た
の
で
買
わ
な
か
っ
た
が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る

と
、
後
に
な
っ
て
後
悔
す
る
か
も
わ
か
ら
な

い
。さ

て
、
前
回
は
、『
幻
滅
』
に
登
場
す
る

印
刷
屋
の
親
方
セ
シ
ャ

ー
ル
に
つ
い
て
、
い
ろ

い
ろ
の
べ
た
が
、
こ
の

親
方
は
パ
リ
か
ら
す
こ

し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住

み
、
印
刷
業
を
営
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
息
子
も
大

き
く
な
り
、
高
等
学
校

を
卒
業
す
る
と
パ
リ
に

出
て
高
級
印
刷
術
を
身

に
つ
け
て
も
ど
っ
て
き
た
。

父
親
の
ニ
コ
ラ
・
セ
シ
ャ
ー
ル
は
相
変
わ

ら
ず
吝
嗇
家
で
、
そ
れ
で
い
て
古
い
機
械
を

器
用
に
こ
な
す
根
っ
か
ら
の
職
人
で
あ
っ

た
。そ

れ
に
対
し
、
新
し
い
技
術
を
身
に
つ
け

て
帰
っ
て
き
た
息
子
の
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
セ
シ

ャ
ー
ル
は
、
父
親
と
は
対
照
的
に
、
万
事
新

し
い
こ
と
に
関
し
て
は
抜
け
目
が
な
か
っ
た

が
、
父
親
の
そ
う
し
た
保
守
的
な
考
え
方
と

は
意
見
が
対
立
し
た
。

だ
が
、
父
親
は
年
は
と
っ
て
い
る
が
商
売

に
関
し
て
は
老
獪
で
、
こ
け
て
も
只
で
は
起

き
な
い
し
た
た
か
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
息
子
に
工
場
を
譲
る
に
際
し
、
息

子
の
想
像
を
こ
え
た
法
外
な
値
段
を
吹
っ
か

け
る
の
で
あ
っ
た
。

や
は
り
商
売
に
な
る
と
、
親
子
と
い
え
ど

も
ま
る
で
仇
同
士
で
、
金

の
た
め
な
ら
何
で
も
や
る

と
い
っ
た
、
人
間
の
一
番

汚
な
い
面
を
見
せ
つ
け
る

の
で
あ
っ
た
。

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
そ
う

し
た
人
間
の
内
面
に
う
ご

め
く
悪
魔
の
素
顔
を
鮮
か

に
描
い
て
い
て
、
読
者
を

ぐ
ん
ぐ
ん
と
引
っ
張
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

一
方
、
同
じ
町
に
製
紙
業
者
の
コ
ワ
ン
テ

兄
弟
が
い
て
、
隙
あ
ら
ば
セ
シ
ャ
ー
ル
か
ら

仕
事
を
横
取
り
し
よ
う
と
し
て
、
ね
ら
っ
て

い
た
。

印
刷
業
に
限
ら
ず
、
同
業
者
間
の
争
い
は
、

ど
こ
の
国
も
同
じ
で
、
そ
れ
こ
そ
食
う
か
食

わ
れ
る
か
の
戦
い
で
あ
っ
た
。

み
ず
か
ら
も
印
刷
事
業
に
身
を

置
い
て
い
た
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
そ

の
辺
の
と
こ
ろ
を
、
き
び
し
く
見

つ
め
て
い
る
。

《
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
製
紙

業
者
の
コ
ワ
ン
テ
兄
弟
が
、
ア

ン
グ
レ
ー
ム
在
住
者
に
発
行
さ

れ
て
い
た
活
版
屋
開
業
証
書
の

第
二
号
を
買
い
と
っ
た
。
証
書

を
売
っ
た
店
と
い
う
の
は
、
ナ

ポ
レ
オ
ン
帝
政
時
代
に
戦
時
危
機
の
た

め
、
す
べ
て
の
産
業
活
動
が
お
さ
え
つ
け

ら
れ
て
い
た
実
状
を
利
用
し
て
、
セ
シ
ャ

ー
ル
老
人
が
や
っ
つ
け
ら
れ
て
い
た
実
状

を
利
用
し
て
、
セ
シ
ャ
ー
ル
老
人
が
や
っ

つ
け
て
す
っ
か
り
商
売
不
振
に
陥
し
い
れ

て
い
た
店
で
あ
っ
た
。
そ
の
く
ら
い
だ
か

ら
、
セ
シ
ャ
ー
ル
は
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
店
を

買
い
と
ろ
う
と
い
う
気
も
お
こ
さ
な
か
っ

た
が
、
こ
の
買
い
惜
し
み
が
先
に
な
っ
て

老
舗
の
印
刷
屋
の
没
落
す
る
一
因
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
件
を

知
る
と
、
セ
シ
ャ
ー
ル
お
や
じ
は
、
自
分

の
店
と
コ
ワ
ン
テ
兄
弟
の
店
が
競
争
す
る

こ
と
に
な
れ
ば
、
自
分
は
ひ
っ
こ
ん
で
そ

の
相
手
を
さ
せ
よ
う
、
と
た
の
し
げ
に
考

え
た
。》

商
売
に
せ
よ
何
に
せ
よ
、
油
断
ほ
ど
恐
ろ

し
い
も
の
は
な
い
が
、
セ
シ
ャ
ー
ル
は
こ
の

油
断
に
よ
り
、
後
に
こ
の
コ
ワ
ン
テ
兄
弟
に

新
聞
の
権
利
を
売
る
こ
と
に
な
り
、
す
っ
か

り
商
売
の
基
盤
が
狂
っ
て
し
ま
う
の
だ
っ

た
。
逆
に
い
う
と
、
コ
ワ
ン
テ
兄
弟
の
狡
猾

さ
に
す
っ
か
り
や
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、

セ
シ
ャ
ー
ル
に
は
そ
の
こ
と
が
見
え
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
息
子
の
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
、

金
の
こ
と
ば
か
り
を
植
え
つ
け
て
き
て
、
工

場
の
存
続
に
つ
い
て
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
、
し
っ

か
り
と
教
え
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
う
ら

Imagin 21
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目
と
な
っ
て
顕
現
す
る
の
は
、
こ
の
因
業
親

父
に
下
っ
た
神
罰
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。

さ
ら
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
セ
シ
ャ
ー

ル
の
過
信
と
い
う
か
、
じ
ぶ
ん
の
や
っ
て
き

た
こ
と
が
、
い
か
に
正
し
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

や
は
り
時
代
は
日
進
月
歩
、
ど
ん
ど
ん
変

わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、

人
脈
の
見
直
し
や
得
意
先
の
見
直
し
も
必
要

で
、
こ
れ
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
、
か
な
ら

ず
競
争
相
手
に
負
け
て
し
ま
う
。

そ
の
日
は
、
思
っ
て
い
た
よ
り
も
早
く
や

っ
て
く
る
。
そ
れ
は
新
聞
印
刷
の
権
利
を
、

コ
ワ
ン
テ
兄
弟
に
売
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
そ
の
へ
ん
を
、
と
て

も
リ
ア
ル
に
描
い
て
い
る
。

《（
前
略
）新
聞
を
売
れ
っ
て
？
　
そ
ん
な

こ
と
を
す
る
く
ら
い
な
ら
、
印
刷
道
具
や

開
業
証
を
売
っ
た
が
ま
だ
ま
し
だ
。
そ
こ

で
、
息
子
を
破
産
さ
せ
な
い
た
め
と
理
由

を
つ
け
て
、
印
刷
機
具
類
の
代
価
相
当
の

六
万
フ
ラ
ン
を
要
求
し
た
。
息
子
が
か
わ

い
い
、
息
子
を
守
っ
て
や
り
た
い
、
と
い

っ
た
。
ぶ
ど
う
作
り
は
、
百
姓
が
そ
の
女

房
を
だ
し
に
つ
か
う
よ
う
に
、
息
子
を
だ

し
に
つ
か
っ
た
。
コ
ワ
ン
テ
兄
弟
の
口
か

ら
条
件
を

一
つ
一
つ

巧
み
に
い

わ
せ
て
、

い
や
そ
れ

は
息
子
の

望
み
ど
お

り
だ
、
い

や
そ
れ
は

あ
い
つ
が

望
ん
で
お

ら
ぬ
、
と

話
を
す
す

め
た
あ
げ

く
、
最
後
に
、

『
ジ
ュ
ル
ナ
ー

ル
・
ド
・
シ
ャ

ラ
ン
ト
』
紙
の

売
価
二
万
二
千

フ
ラ
ン
を
兄
弟

か
ら
う
け
と
る

ま
で
に
こ
ぎ
つ

け
た
。
そ
の
か

わ
り
、
ダ
ヴ
ィ

ッ
ド
は
、
今
後

も
う
ど
ん
な
新

聞
も
け
っ
し
て

印
刷
し
な
い
こ

と
、
さ
も
な
け

れ
ば
、
三
万
フ

ラ
ン
の
損
害
賠

償
を
払
う
と
い
う
契
約
を
結
ば
ね
ば
な
ら

ぬ
結
果
に
な
っ
た
。
こ
の
新
聞
売
り
わ
た

し
が
、
セ
シ
ャ
ー
ル
印
刷
所
の
自
殺
行
為

と
な
っ
た
。（
後
略
）》

コ
ワ
ン
テ
兄
弟
は
、
こ
と
ば
巧
み
に
持
ち

か
け
て
、
遂
に
セ
シ
ャ
ー
ル
印
刷
所
か
ら
、

新
聞
印
刷
の
権
利
を
買
い
取
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
く
い
う
と
、
い
ま

で
い
う
「
乗
っ
取
り
」
と
い
う
や
つ
で
あ
る
。

あ
れ
ほ
ど
欲
深
く
、
ず
る
賢
い
セ
シ
ャ
ー

ル
で
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
コ
ワ
ン
テ
兄
弟

に
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

息
子
を
守
る
と
は
い
っ
た
も
の
の
、
そ

の
実
、
腹
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
息
子
の
こ

と
を
思
っ
て
い
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
本
作
品
で
は
、
と
く

に
人
間
の
心
の
中
に
住
み
つ
い
て
い
る
、

性
悪
な
虫
と
い
っ
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
、

い
い
か
え
る
と
人
間
の
一
番
弱
い
部
分
に

ふ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ

な
い
。

と
も
あ
れ
、
十
九
世
紀
は
じ
め
の
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
印
刷
工
場
の
実
態
と
、
そ

こ
に
う
ご
め
く
職
人
た
ち
と
そ
れ
ら
を
傭

う
親
方
た
ち
の
生
き

ざ
ま
を
、
こ
れ
ほ
ど

生
き
い
き
と
描
い
た

作
品
は
、
数
す
く
な

い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
小
説

と
い
う
形
で
は
あ
る

が
、
ほ
ぼ
そ
こ
に
登

場
す
る
人
物
は
、
何

ら
か
の
モ
デ
ル
も
お

り
、
ひ
と
つ
の
時
代

相
を
伝
え
て
い
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。そ

う
い
う
意
味
か

ら
い
う
と
、
小
説
な

が
ら
、
印
刷
文
化
の

上
か
ら
み
る
と
、
得
が
た
い
文
献
資
料
と
な

り
え
て
い
る
も
の
と
思
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
は
懸
命
に
生
き
よ
う

と
し
て
汗
を
流
し
、
時
に
は
ト
ラ
ブ
ル
に
巻

き
込
ま
れ
な
が
ら
、
足
跡
を
残
し
て
い
く
の

で
あ
る
。

終
わ
り
に
、
こ
の
作
品
の
背
景
に
な
っ
て

い
る
ア
ン
グ
レ
ー
ム
の
町
を
、
写
し
と
っ

て
お
こ
う
。

《
ア
ン
グ
レ
ー
ム
は
、
シ
ャ
ラ
ン
ト
川

流
域
の
草
原
に
そ
び
え
た
つ
円
錐
状

の
砂
糖
塊
の
よ
う
な
岩
山
の
頂
上
に

き
ず
か
れ
た
古
い
町
で
あ
る
。
こ
の

岩
山
は
、
ペ
リ
ゴ
ー
ル
あ
た
り
で
細
長
い

丘
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
は
パ
リ
・
ボ
ル
ド

ー
間
の
国
道
の
と
こ
ろ
で
、
三
つ
の
景
色

の
い
い
谷
に
ふ
ち
ど
ら
れ
た
一
種
の
岬
形

と
な
っ
て
お
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
町
が
宗

教
戦
争
の
こ
ろ
ど
ん
な
に
重
要
で
あ
っ
た

か
は
、
町
に
残
っ
て
い
る
城
壁
、
城
門
、

こ
の
岩
山
の
頂
き
に
つ
く
ら
れ
た
城
塞
の

遺
跡
な
ど
を
見
れ
ば
歴
然
で
あ
る
。
そ
の

位
置
が
位
置
だ
け
に
、
か
つ
て
は
カ
ト
リ

ッ
ク
派
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
ど
ち
ら
に
と
っ
て

も
貴
重
な
戦
略
地
点
だ
っ
た
。
こ
う
し
た

過
去
の
強
み
が
今
日
で
は
、
か
え
っ
て
こ

の
町
の
弱
み
と
な
っ
て
い
る
。
城
壁
と
岩

山
の
急
勾
配
の
た
め
に
シ
ャ
ラ
ン
ト
川
の

岸
辺
へ
む
か
っ
て
発
展
で
き
ず
、
町
は
ひ

ど
く
不
活
発
な
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ

た
。（
後
略
）》

ス
ケ
ッ
チ
で
は
、
自
然
に
恵
ま
れ
た
田
舎

町
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

コ
ワ
ン
テ
兄
弟
、
そ
し
て
セ
シ
ャ
ー
ル
父

子
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
日
々
が
待
ち
構
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
小
説

群
を
総
括
し
て
《
人
間
喜
劇
》
と
呼
ん
で
い

る
が
、
そ
こ
に
は
小
ざ
か
し
く
う
ご
め
く
人

間
た
ち
の
エ
ゴ
や
、
善
と
悪
の
せ
め
ぎ
あ
い

が
、
み
ご
と
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
ふ
つ
う
の
歴
史
だ
け
で

は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
た
と
え
ば
印

刷
産
業
史
の
側
面
は
も
と
よ
り
、
十
九
世
紀

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
生
活
・
風
俗
史
と
い
う

面
か
ら
考
え
て
も
、
き
わ
め
て
貴
重
な
資
料

に
な
り
え
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
の

べ
た
と
お
り
で
あ

る
。ひ

っ
き

ょ
う
、
こ

れ
ま
で
は

単
な
る
小

説
と
い
う
虚

構
の
世
界
の

で
き
ご
と
と
思
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
ら
が
、

じ
つ
は
歴
史
の
一
部
分
を
実
証
す
る
も
の
と

し
て
、
改
め
て
見
つ
め
直
さ
れ
る
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
読
め
ば
読
む

ほ
ど
、
よ
み
が
え
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
角
度
を
変
え
て
み
つ
め
る

と
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
と
い
う
作
家
は
、
単
な
る

作
家
で
は
な
い
こ
と
が
、
再
認
識
で
き
る
の

で
あ
る
。
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I G
A
S

・
・
・
四
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る
、

ア
ジ
ア
最
大
と
言
わ
れ
る
印
刷
機
材
展
。
十

七
度
目
の
開
催
と
な
る
今
回
か
ら
格
式
が
上

が
り
、
ド
イ
ツ
のd
ru
pa

、
ア
メ
リ
カ
の

PRIN
T

、
イ
ギ
リ
ス
のIPE

X

と
肩
を
並
べ
る

国
際
展
示
会
と
な
っ
た
、
言
わ
ば
東
京
モ
ー

タ
ー
シ
ョ
ー
み
た
い
な
も
の
。「International

G
raphic

A
rts

S how

」
の
頭
文
字
を
取

っ
た
も
の
で
「
ア
イ
ガ
ス
」
と
読
み
ま
す
。

こ
の
「IG

A
S2003

」
が
、
ち
ょ
う
ど
冷
夏
と

言
わ
れ
た
夏
も
過
ぎ
、
空
に
は
秋
の
気
配
が

ハ
ッ
キ
リ
と
感
じ
ら
れ
る
九
月
二
十
二
日

（
月
）〜
二
十
八
日（
日
）ま
で
、
東
京
ビ
ッ
グ

サ
イ
ト
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
、
こ

の
「IG

A
S 2003

」
の
レ
ポ
ー
ト
を
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

場
所
は
、
前
出
の
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
（
ビ
ッ

グ
サ
イ
ト
…
で
っ
か
い
敷
地
？
な
ん
て
安
易

な
ネ
ー
ミ
ン
グ
だ
！
）。
か
の
有
名
な
（
？
）

フ
ジ
テ
レ
ビ
が
あ
る
お
台
場
近
く
に
立
地
し

ま
す
。
ち
ょ
っ
と
目
の
前
は
海
、
ほ
ん
の
少

し
足
を
伸
ば
せ
ばD
isney

Sea

も
…
。
今
回
、

私
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
は
「IG

A
S

」
に
て
今

後
の
業
界
の
動
向
を
探
る
事
…
観
光
し
た
い

衝
動
を
グ
ッ
と
抑
え
て
、
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
へ
。

事
前
の
情
報
で
は
「
入
場
す
る

の
に
、
一
時
間
半
待
ち
」
と
も
聞

い
て
い
た
の
で
す
が
、
平
日
と
あ

っ
て
か
思
い
の
ほ
か
人
影
は
ま
ば

ら
。
や
や
拍
子
抜
け
し
た
ま
ま
、

い
ざ
館
内
へ
…
。

ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
の
東
館
、
西
館

の
全
ホ
ー
ル
を
使
用
し
、
出
展
企

業
数
は
約
四
〇
〇
社
！
「
印
刷
」

に
係
わ
る
各
メ
ー
カ
ー
の
ブ
ー
ス

が
並
び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
出
展
さ
れ

て
い
る
機
械
・
商
品
の
プ
レ
ゼ
ン

や
デ
モ
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
今

回
の
テ
ー
マ
は
「T

ow
ards

the
Future

ofthe
PrintM

edia

―
未

来
の
プ
リ
ン
ト
メ
デ
ィ
ア
へ
―
」。

と
こ
ろ
で
、
み
な
さ
ん
は
「
印
刷

の
展
示
会
」
と
聞
く
と
、
や
や
地

味
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
せ
ん

か
？
で
も
、IG

A
S

で
は
ス
テ
ー

ジ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
か
ら
照
明
・
音

響
シ
ス
テ
ム
ま
で
、
コ
ン
サ
ー
ト

会
場
か
と
思
う
ほ
ど
の
演
出
も
あ

り
、「
う
お
ぉ
！
」
と
言
い
た
く
な
る
華
や

か
さ
で
す
。
周
り
を
見
渡
す
と
海
外
、
そ
れ

も
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
来
場
者
が
大

勢
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
聞
い
た
話
で
は
、

開
催
二
日
目
に
は
中
国
か
ら
三
〇
〇
人
位
の

見
学
者
が
バ
ス
六
台
で
大
挙
押
し
寄
せ
た
と

の
こ
と
。
国
際
的
に
も
、
あ
る
意
味
中
国
ブ

ー
ム
で
す
が
、
勢
い
を
感
じ
る
と
同
時
に
見

え
な
い
脅
威
を
も
感
じ
ま
し
た
。

取
り
敢
え
ず
は
、
分
か
り
や
す
い
所
で
印

刷
機
械
メ
ー
カ
ー
の
ブ
ー
ス
へ
。
従
来
か
ら

あ
る
印
刷
機
の
流
れ
と
し
て
は
、
高
機
能
と

自
動
化
。
五
〜
十
色
を
一
度
に
印
刷
し
た
り
、

一
度
に
両
面
カ
ラ
ー
印
刷
が
出
来
た
り
、
ま

た
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
経
験
な
ど
に
は
関
係
な

く
、
基
本
的
な
印
刷
準
備
を
整
え
ら
れ
ま
す
。

さ
す
が
に
会
場
が
広
い
と
あ
っ
て
、
大
量
の

新
聞
・
チ
ラ
シ
な
ど
を
印
刷
す
る
オ
フ
セ
ッ

ト
輪
転
機
（
デ
カ
イ
ん
で
す
、
こ
れ
が
。）

も
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
実
際
に
稼
動
し

て
い
る
の
を
見
る
事
は
少
な
い
為
、
デ
モ
は

圧
巻
！
毎
分
八
〇
〇
回
転
で
あ
っ
と
い
う
間

に
予
定
枚
数
終
了
。
輪
転
印
刷
の
市
場
は
膨

ら
み
続
け
て
い
る
と
、
実
し
や
か
に
囁
か
れ

て
い
る
が
、
た
だ
た
だ
納
得
す
る
ば
か
り
。

Imagin 21
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輪
転
の
最
新
技
術
で
は
「
シ
ャ
フ
ト
レ
ス
」。

ク
ル
マ
で
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
ヤ
に

モ
ー
タ
ー
を
個
別
に
取
り
付
け
、
細
か
な
制

御
を
す
る
事
で
効
率
よ
く
動
か
そ
う
と
い
う

物
で
、
こ
れ
か
ら
の
ト
レ
ン
ド
に
な
る
で
あ

ろ
う
技
術
。
あ
と
、
今
後
浸
透
し
そ
う
な
の

がW
eb

を
利
用
し
て
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
印

刷
現
場
を
直
接
結
び
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の

デ
ー
タ
の
や
り
取
り
や
校
正
の
確
認
。
デ
モ

の
時
は
、
東
京
〜
イ
ギ
リ
ス
間
で
の
、「
印

刷
直
前
確
認
」
を
実
演
し
て
い
ま
し
た
。
既

に
一
部
で
は
、
似
た
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
確

立
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
状
の
「
お
客
様
に

校
正
を
確
認
し
て
頂
く→

持
ち
帰
っ
て
生
産

現
場
へG

O

サ
イ
ン
」
の
手
間
が
省
け
ま
す
。

近
い
将
来
、
当
た
り
前
の
設
備
に
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
蛇
足
で
す
が
、

「IG
A
S 2003

」
の
プ
レ
ゼ
ン
の
場
で
は
、
あ

ち
ら
こ
ち
ら
で
日
本
語
に
加
え
「
英
語
」
は

元
よ
り
、「
中
国
語
」「
韓
国
語
」
の
同
時
通

訳
や
説
明
板
が
目
に
付
き
ま
し
た
。
実
際
に

中
国
や
韓
国
か
ら
の
出
展
も
多
く
、
国
際
化

…
と
言
う
よ
り
は
ア
ジ
ア
の
「
中
心
」
が
、

既
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
の
を
肌
で
感
じ
る
機

会
と
な
り
ま
し
た
。

あ
と
、
家
庭
用
の
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
プ
リ

ン
タ
ー
の
業
務
版
と
言
っ
た
感
じ
で
、
将
来

的
に
印
刷
の
一
翼
を
担
う
で
あ
ろ
う
「
オ
ン

デ
マ
ン
ド
印
刷
機
」
は
、
着
実
に
進
歩
し
て

い
ま
す
。
従
来
は
い
ろ
い
ろ
と
制
約
が
多
か

っ
た
の
で
す
が
、
印
刷
ス
ピ
ー
ド
・
印
刷
用

紙
・
印
刷
品
質
…
ど
れ
も
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷

に
も
う
少
し
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
近
付
い
て
来

ま
し
た
。
や
や
難
点
を
上
げ
れ
ば
、
ま
だ
価

格
が
高
い
事
と
用
紙
サ
イ
ズ
が
ま
だ
小
さ
い

か
な
？
ド
イ
ツ
メ
ー
カ
ー
の
、
と
あ
る
最
新

型
オ
ン
デ
マ
ン
ド
機
は
一
説
に

は
七
〇
〇
〇
万
円
と
も
！
普
及

す
る
に
は
、
少
々
お
高
い
で
す

よ
ね
…
。

制
作
＆
プ
リ
プ
レ
ス
関
連
に

目
を
向
け
る
と
、
従
来
の
ポ
ス

ト
ス
ク
リ
プ
ト
出
力
か
らPD

F

を
中
心
と
し
た
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー

へ
の
転
換
期
。
中
心
と
な
る

RIP

（
リ
ッ
プ
）
と
呼
ば
れ
る
、

人
間
で
言
え
ば
脳
と
な
る
部
分

の
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
各
社
凝
っ
て

い
ま
す
。「P

rinergy

（
プ
リ

ナ
ジ
ー
）」「M

etaD
im
ension

（
メ
タ
デ
ィ
メ
ン
ジ
ョ
ン
）」

「True
flow

（
ト
ゥ
ル
ー
フ
ロ

ー
）」
な
ど
な
ど
…
。
ま
だ
、

問
題
点
も
残
し
て
い
る
の
が
現

状
で
、
も
う
少
し
時
間
が
掛
か

り
そ
う
で
す
。
同
時
に
、
印
刷

時
の
品
質
に
影
響
す
る
「
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
る
部

分
も
、
よ
り
描
写
力
を
向
上
さ

せ
た
製
品
を
各
社
出
品
し
て
い
ま
し
た
。
端

的
に
言
え
ば
「
よ
り
本
物
に
近
付
け
る
」
と

言
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
？

ま
た
、M

acintosh

のO
S

―X

に
よ
る
「In

D
esign

」
へ
の
移
行
が
よ
り
進
む
で
あ
ろ
う

雰
囲
気
。

そ
し
て
目
立
つ
の
が
「C
IP4

／JD
F

」
の

文
字
。
「C

I
P
4

」
と
は
…
「T

h
e

International
C
ooperation

for
the

Integration
of
Processes

in
Prepress

、

Press
and
Post

press

」
の
略
…
く
、
苦
し

い
！
明
ら
か
に
、
業
界
が
や
や
強
引
に
略
し

た
感
じ
が
あ
り
ま
す
（
笑
）。
こ
れ
を
日
本

語
に
言
い
換
え
る
と
、
ま
た
や
や
こ
し
く

「
製
版
・
印
刷
・
印
刷
後
加
工
に
お
け
る
工

程
の
統
合
の
た
め
の
、
国
際
的
協
同
組
合
」

と
な
り
ま
す
。
現
在
は
生
産
ラ
イ
ン
の
標
準

化
・
効
率
化
を
目
的
と
し
た
「C

IP 3

」
で
動

い
て
い
ま
す
が
、「C

IP4

」
は
レ
ベ
ル
が
上

が
り
「M

IS

（
経
営
情
報
）」
と
生
産
ワ
ー
ク

フ
ロ
ー
デ
ー
タ
を
リ
ン
ク
さ
せ
る

シ
ス
テ
ム
で
、「
万
能
電
子
指
図

書
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
。
簡
単
に

言
え
ば
、「JD

F

（Job
D
efinition

Form
at

）」
と
呼
ば
れ
る
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
様
々
な
情
報
を
入
れ
る

事
に
よ
り
、
例
え
ばC

IP3

と
同
じ

く
印
刷
時
の
イ
ン
ク
プ
リ
セ
ッ
ト

デ
ー
タ
や
断
裁
時
の
仕
上
げ
デ
ー

タ
な
ど
を
付
加
出
来
る
事
は
当
然

と
し
て
、
現
在
開
発
中
ら
し
い
の

で
す
が
、
顧
客
管
理
や
見
積
り
デ

ー
タ
・
受
発
注
デ
ー
タ
を
付
加
す

る
事
も
考
え
ら
れ
て
お
り
、
運
用

出
来
れ
ば
今
ま
で
以
上
に
確
実
か

つ
容
易
な
工
程
管
理
が
可
能
と
な

る
よ
う
で
す
。
業
界
外
の
方
に
は

「
何
の
こ
と
か
サ
ッ
パ
リ
…
」
だ

と
思
い
ま
す
が
、
よ
り
デ
ジ
タ
ル

化
が
進
む
と
い
う
事
。
一
つ
の
仕

事
に
関
す
る
情
報
が
、
何
時
で

も
・
誰
で
も
・
ど
こ
で
も
同
じ
様

に
共
有
で
き
る
と
い
う
事
（
内
容
に
も
よ
り

ま
す
け
ど
）
で
す
。

見
終
わ
っ
て
の
感
想
は
、
前
回
の

「IG
A
S 2001

」
で
既
に
各
社
の
コ
ン
セ
プ
ト

が
提
唱
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
一
部
を
除

い
て
今
回
は
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
言
う
よ
り
市

販
モ
デ
ル
お
披
露
目
の
印
象
が
強
く
、
正
直

な
と
こ
ろ
テ
ー
マ
の
様
な
目
新
し
さ
に
は
欠

け
ま
し
た
。
た
だ
、
来
年
ド
イ
ツ
で
行
な
わ

れ
る
「drupa2004

」
で
は
、
ま
た
何
ら
か

の
新
た
な
方
向
性
が
示
唆
さ
れ
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
技
術
革
新
の
波

に
取
り
残
さ
れ
る
事
無
く
、
ま
た
新
し
い
技

術
に
見
合
っ
た
業
務
形
態
も
見
据
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。
…
と

締
め
く
く
り
な
が
ら
、
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
か
ら

見
た
お
台
場
の
風
景
と
帰
り
に
買
っ
た
草
加

せ
ん
べ
い
の
味
を
思
い
出
す
の
で
し
た
。

共
同
精
版
印
刷
株
式
会
社

工
場
次
長
　
岩
藤
民
也
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み
な
さ
ん
、
全
国
の
観
光
地
で
旅
行
会
社

の
ガ
イ
ド
さ
ん
で
も
な
い
普
通
の
方
た
ち
が

ガ
イ
ド
さ
れ
て
い
る
姿
を
見
ら
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
か
？
さ
ま
ざ
ま
な
観
光
地
で
は
観

光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
地
元
の
方
が
活
躍

さ
れ
て
い
ま
す
。

多
く
の
歴
史
的
文
化
財
を
有
し
、
日
本
だ

け
で
な
く
世
界
各
国
か
ら
も
観
光
客
を
迎
え

る
奈
良
に
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
と
し
て

活
動
さ
れ
て
い
る
団
体
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

中
で
も
今
回
は
、
特
定
非
営
利
活
動
（
Ｎ
Ｐ

Ｏ
）
法
人
　
な
ら
・
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ

イ
ド
の
会
　
「
朱
雀
」
さ
ん
に
お
話
を
伺
い

ま
し
た
。「
朱
雀
」
は
奈
良
の
歴
史
・
文

化
・
伝
統
を
愛
し
、
観
光
客
に
紹
介
す
る
こ

と
で
地
域
社
会
の
発
展
に
貢
献
さ
れ
て
い
ま

す
。

●
奈
良
を
愛
す
る
「
な
ら
大
好
き
人
間
」
が

奈
良
の
良
さ
を
も
っ
と
多
く
の
人
に
知
っ

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
で
、
平
成
九

年
七
月
に
結
成
（
平
成
十
四
年
四
月
に
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
格
を
取
得
）。

●
「
奈
良
に
来
て
よ
か
っ
た
」「
も
う
一
度

奈
良
へ
行
き
た
い
」
と
思
っ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
に
�

き
め
こ
ま
や
か
な
ガ
イ
ド
�

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
一
般
ガ
イ
ド
（
少
人
数
か
ら
団
体
ま
で
）

●
平
城
宮
跡
の
「
朱
雀
門
」、「
東
院
庭
園
」

で
の
定
点
ガ
イ
ド
（
土
日
祝
の
み
）

●
小
・
中
学
生
の
修
学
旅
行
ガ
イ
ド

●
「
な
ら
奈
良
館
」
で
の
常
駐
ガ
イ
ド

●
な
ら
燈
花
会
の
ガ
イ
ド

●
奈
良
市
立
小
学
校
五
年
生
の
世
界
遺
産
校

外
学
習
時
の
ガ
イ
ド

一
一
五
人
（
平
成
十
四
年
十
二
月
現
在
）

も
の
人
か
ら
成
り
立
ち
、
定
年
退
職
さ
れ
た

方
や
主
婦
の
方
が
多
く
を
占
め
て
い
る
そ
う

で
す
。
普
段
は
一
〜
二
人
が
電
話
受
付
と
し

て
事
務
所
に
お
ら
れ
る
だ
け
で
、
全
員
揃
う

こ
と
は
な
か
な
か
な
い
の
で
す
が
、
全
会
員

が
出
席
す
る
月
一
回
の
定
例
会
を
行
う
こ
と

で
意
思
疎
通
さ
れ
て
い
ま
す
。

運
営
面
で
は
理
事
長
を
始
め
と
し
て
企
画

部
・
運
営
部
・
業
務
部
・
広
報
部
・
情
報
メ

デ
ィ
ア
部
・
会
計
部
・
事
務
局
・
会
計
監
査

の
各
役
員
方
、
活
動
面
で
は
全
会
員
が
一
〇

班
に
分
か
れ
、
各
リ
ー
ダ
ー
を
中
心
に
組
織

さ
れ
て
い
ま
す
。
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主
な
活
動
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「
朱
雀
」
の
し
く
み 
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広
報
担
当
の
稲
原
勝
さ
ん
か
ら
お
話
を
聞

き
ま
し
た
。

「
今
は
知
名
度
を
あ
げ
る
こ
と
に
力
を
入

れ
て
い
ま
す
」
と
稲
原
さ
ん
。

申
込
書
を
自
治
会
・
公
民
館
・
奈
良
周
辺

ホ
テ
ル
・
駅
周
辺
な
ど
に
設
置
さ
れ
て
い
る

の
で
す
が
、
申
し
込
ま
れ
る
ほ
と
ん
ど
が

「
友
人
・
知
人
に
聞
い
た
」
と
い
う
人
だ
そ

う
で
す
。「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
の
申
し
込

み
は
、
こ
れ
か
ら
力
を
入
れ
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
が
、
今
の
所
、
ま
だ
あ
ま
り
な
い
よ

う
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
で
も
活
動
内
容
の
一
つ
で
あ
る
「
奈
良
市

立
小
学
校
五
年
生
の
世
界
遺
産
校
外
学
習
時

の
ガ
イ
ド
」
は
初
め
は
四
〜
五
校
の
み
で
し

た
が
、
評
判
が
評
判
を
呼
び
、
今
で
は
三
〇

校
以
上
か
ら
依
頼
を
受
け
ら
れ
て
お
り
、

「
朱
雀
」
の
み
な
さ
ん
の
活
動
ぶ
り
は
着
実

に
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
定
点
ガ
イ
ド
な
ど
は
ガ
イ
ド
の
方
か
ら

声
を
か
け
な
い
と
案
内
で
き
ず
、
押
し
す
ぎ

る
と
逆
に
嫌
が
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
こ

が
難
し
い
で
す
」、「（
無
料
で
す
が
）
有
料

か
も
し
れ
な
い
…
と
敬
遠
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
」
と
厳
し
い
場
面
に
出
く
わ
す
こ
と

が
あ
る
と
聞
き
、
驚
き
ま
し
た
。
身
体
面
で

も
、
や
は
り
一
日
中
観
光
ガ
イ
ド
す
る
の
で
、

健
康
第
一
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は

単
純
に
大
変
だ
な
ぁ
と
感
じ
た
の
で
す
が
、

稲
原
さ
ん
は
違
い
ま
し
た
。
お
話
を
し
て
い

る
間
に
「
好
き
だ
か
ら
で
き
る
ん
で
す
」
と

い
う
言
葉
が
何
度
も
で
て
き
ま
し
た
。
と
て

も
印
象
的
な
言
葉
で
す
。
稲
原
さ
ん
達
は
、

し
て
あ
げ
る
、
で
は
な
く
、
さ
せ
て
も
ら
っ

て
い
る
と
い
う
基
本
的
考
え
が
あ
る
の
で

す
。
と
は
い
え
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
始
め
る

き
っ
か
け
が
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
今
日
も
「
朱
雀
」
の
シ
ン
ボ
ル
カ

ラ
ー
で
あ
る
黄
色
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て

い
る
方
が
ガ
イ
ド
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
見
か
け
れ
ば
ぜ
ひ
温
か
い
一
言
を
か

け
た
い
も
の
で
す
。
奈
良
好
き
の
一
人
と
し

て
…
。

（
営
業
部
　
野
村
早
香
）
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申し込みから実施まで 

ガ
イ
ド
希
望
者 

事
務
所
・
受
付 

各
班
・
リ
ー
ダ
ー 

申し込み 連　絡 

●ガイド希望日 
　　一週間前まで 
 
●電話 
　ＦＡＸ 
　インターネット 

●スケジュール 
　観光ポイントの
　調整 
 
●担当ガイドの 
　決定 

観
光
シ
ー
ズ
ン
で
あ
る
春
・
秋
に

予
約
が
集
中
す
る
こ
と
も
影
響
し

ま
す
が
、
多
い
人
で
は
月
に
十
五

回
も
ガ
イ
ド
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

そ
う
で
す
。

特定非営利活動法人

なら・観光ボランティアガイドの会「朱雀」

〒630-8215 奈良市東向中町28
近鉄奈良駅ビル４階　なら奈良館内　
TEL／FAX 0742-27-9889

URL http://www.e-suzaku.net
E-Mail suzaku97@m3.kcn.ne.jp

※ガイドは無料ですが、案内中に必要な費用
（移動中の交通費や食事代など）は観光客の
ご負担になります。

お問い合わせ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

※その他のコースも相談に応じて、可能だとのことです。 

観光ガイドエリア 
●奈良公園周辺コース 
　大伽藍が立ち並び、鹿が群れ遊ぶ不思議空間 
　　…東大寺、興福寺、春日大社など 
 
●ならまち探訪 
江戸・明治時代の町並みの中で、神秘さと 
新しい息吹を感じさせる町 
　　…元興寺、ミニ博物館、中将姫伝説の寺々 
 
●文学散歩「高畑界隈」 
明治より文化人が集い、今なお古都奈良の 
静けさを色濃く残す風景 
　　…志賀直哉旧居、奈良市写真美術館 
　　　新薬師寺など　　　　　　　　　 
 
●平城宮跡から古墳群へ 
万葉人が宴や散策を楽しんだ宮跡に古代の 
ロマンを偲ぶ 
　　…朱雀門、神功皇后陵はじめ多くの古墳群 
　　　秋篠寺など　　　　　　　　　　　　　 
 
●佐保、佐紀路古寺巡り 
ならやま丘陵に並ぶ古寺に、たおやかな宮 
人のイメージが重なる 
　　…法華寺、海龍王寺、不退寺、幸福院など 
 
●西の京散策 
田園風景の中で、創建当時の姿をとどめ、 
天平への想いを誘う寺々 
　　…西大寺、唐招提寺、薬師寺など 
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「
百
八
」
と
い
う
数
か
ら
何
を
連
想
さ
れ

ま
す
か
。
年
配
の
方
は
「
煩
悩
」
と
お
答
え

に
な
る
で
し
ょ
う
。
若
い
人
に
は
「
え
っ
、

尺
八
？
」
な
ど
と
う
そ
ぶ
か
れ
、
う
ま
く
逃

げ
ら
れ
そ
う
で
す
が
、「
お
坊
さ
ん
の
持
っ

て
い
る
念
珠
」「
除
夜
の
鐘
」
と
い
っ
た
答

え
は
返
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
か
。

煩
悩
と
は
、
私
た
ち
の
心
身
の
安
ら
ぎ
を

乱
す
状
態
、
感
情
や
意
志
の
正
し
く
な
い
働

き
を
い
う
、
と
辞
書
に
あ
り
ま
す
。
そ
う
し

た
悩
み
の
多
い
こ
と
を
昔
の
人
は
「
百
八
煩

悩
」
と
表
し
て
き
ま
し
た
。

百
八
と
い
う
数
を
お
坊
さ
ん
に
伺
い
ま
し

た
。「
般
若
心
経
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
私

た
ち
の
眼
耳
鼻
舌
身
意
の
六
つ
の
感
覚
器
官

が
、
色
声
香
味
触
法
と
い
う
六
つ
の
対
象
を

と
ら
え
る
と
き
、
好
・
悪
・
平
（
非
好
悲

悪
）
の
三
が
あ
り
十
八
と
な
る
。
そ
の
一
つ

一
つ
に
染
と
浄
が
あ
り
計
三
十
六
。
こ
れ
に

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
つ

が
あ
っ
て
、
合
計
百
八
の
煩
悩
が
あ
る
―
」

「
む
つ
か
し
く
て
判
り
ま
せ
ん
」「
そ
う

で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
百
八
と
は
、
数
多
く
の

―
と
い
う
意
味
に
理
解
し
て
、
要
は
煩
悩
を

少
し
で
も
消
す
こ
と
に
努
め
る
こ
と
で
す

―
」（
も
っ
と
も
イ
ン
ド
で
は
、
仏
教
以
前

の
バ
ラ
モ
ン
教
の
聖
典
に
も
、
百
八
と
い
う

数
が
よ
く
出
て
く
る
が
、
も
ち
ろ
ん
意
味
は

別
）。ちな

み
に
百
八
の
念
珠
は
お
坊
さ
ん
が
百

遍
、
千
遍
と
く
り
返
す
礼
拝
や
念
仏
の
時
、

数
を
気
に
せ
ず
専
念
す
る
た
め
に
爪
繰
る
。

一
巡
す
れ
ば
百
遍
、
八
遍
は
粗
雑
で
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
時
の
補
欠
だ
そ
う
で
す
。

除
夜
の
鐘
の
百
八
に
は
、
一
年
の
十
二
ヶ

月
、
二
十
四
節
気
、
お
よ
び
七
十
二
候
を
合

せ
た
数
と
す
る
説
も
あ
る
そ
う
で
す
が
、
や

は
り
百
八
煩
悩
を
鐘
の
音
に
よ
っ
て
浄
め

る
、
と
い
う
意
味
に
解
し
た
方
が
し
っ
く
り

く
る
よ
う
で
す
。

『
平
家
物
語
』
に
は
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の

声
―
」
と
あ
り
ま
す
が
、
イ
ン
ド
に
は
金
属

製
の
鐘
は
無
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
梵
鐘
は
中

国
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
中
国
で
は
三

千
年
前
か
ら
青
銅
器
が
発
達
し
、
祭
祀
の
と

き
の
楽
器
類
の
一
つ
が
、
仏
教
の
梵
鐘
と
な

っ
た
と
い
い
ま
す
。

寺
院
の
鐘
は
時
を
知
ら
せ
、
衆
僧
を
集
め

る
た
め
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
梵
鐘
の
「
梵
」

は
神
聖
・
清
浄
を
意
味
す
る
そ
う
で
す
。
そ

の
鐘
の
音
が
、
私
た
ち
衆
生
を
迷
い
か
ら
目

覚
め
さ
せ
、
仏
道
に
帰
依
さ
せ
、
極
楽
往
生

へ
と
導
い
て
く
れ
る
と
説
か
れ
、
さ
ら
に
は

鐘
そ
の
も
の
に
威
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

鐘
の
頂
部
に
あ
る
「
竜
頭
」（
吊
る
装
置
）

は
二
頭
の
竜
が
背
中
合
せ
に
対
置
し
、
中
央

上
部
に
火
焔
宝
珠
が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
姿
が
霊
力
や
竜
神
と
関
連
し
て
、
各
地
に

色
々
な
伝
承
を
生
み
ま
し
た
。

梵
鐘
は
仏
教
伝
来
と
と
も
に
わ
が
国
に
伝

わ
り
、
現
存
最
古
の
も
の
は
京
都
妙
心
寺
の

鐘
で
、
六
九
八
年
（
文
武
天
皇
二
年
）
の
作

と
い
わ
れ
ま
す
。
當
麻
寺
の
鐘
も
無
銘
な
が

ら
こ
の
頃
の
製
作
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
中
宮
寺
に
伝
わ
る
「
天

寿
国
繍
帳
」
残
欠
に
も
鐘
楼
に
吊
ら
れ
た
梵

鐘
を
撞
く
僧
の
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。

梵
鐘
の
大
ま
か
な
時
代
判
別
の
目
安
は
、

撞
木
を
受
け
て
音
を
発
す
る
撞
座
に
あ
り
ま

す
。
平
安
中
期
以
前
の
も
の
は
、
鐘
を
吊
る

竜
頭
の
長
軸
と
直
角
の
位
置
に
撞
座
が
あ

り
、
そ
れ
以
後
の
も
の
は
竜
頭
長
軸
線
上
に

あ
り
、
古
式
・
新
式
と
呼
び
分
け
て
い
ま

す
。
ま
た
撞
座
の
位
置
が
古
い
も
の
ほ
ど
高

く
、
奈
良
時
代
で
は
鐘
身
の
下
か
ら
三
十

七
％
の
と
こ
ろ
に
、
鎌
倉
時
代
で
は
下
か
ら

二
十
三
％
、
そ
の
後
は
二
十
二
％
前
後
の
位

置
で
定
着
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

「
東
大
寺
の
大
鐘
」
は
、
大
仏
殿
東
方
の

高
台
に
あ
り
、
鐘
は
天
平
勝
宝
三
（
七
五

一
）
年
十
二
月
に
鋳
造
さ
れ
た
が
失
敗
、
改

め
て
翌
四
年
正
月
に
下
型
を
造
り
三
月
に
鋳

造
、
四
月
八
日
に
孝
謙
天
皇
が
行
幸
し
て
鐘

を
懸
け
た
と
い
い
ま
す
。

重
量
は
二
六
・
三
ト
ン
、
口
径
二
七
〇
・

八
�
、
鐘
身
の
高
さ
三
〇
二
・
五
�
、
鐘
身

の
下
か
ら
一
〇
九
・
〇
�
の
と
こ
ろ
に
径
約

五
〇
�
の
撞
座
を
つ
け
た
文
字
通
り
の
巨
鐘

で
、
低
い
音
色
と
長
い
余
韻
は
ま
さ
に
荘
厳

で
す
。

室
町
時
代
の
「
南
都
八
景
」
に
も
、
そ
の

第
一
に
東
大
寺
鐘
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

い
ま
の
鐘
楼
は
重
源
上
人
の
あ
と
第
二
代

勧
進
と
な
っ
た
栄
西
が
建
保
三
（
一
二
一

五
）
年
ま
で
の
十
年
間
に
創
建
し
た
も
の

で
、
技
術
の
枠
を
こ
ら
し
た
建
築
法
は
、
後

世
の
鐘
楼
の
範
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

興
福
寺
国
宝
館
の
観
禅
院
伝
来
の
梵
鐘

は
、
神
亀
四
（
七
二
七
）
年
の
銘
を
も
ち
、

天
平
時
代
の
風
格
あ
る
基
準
的
作
例
と
し
て

最
も
価
値
が
高
い
と
さ
れ
ま
す
（
興
福
寺
国

宝
館
蔵
）
興
福
寺
は
享
保
二
（
一
七
一
七
）

年
の
火
災
で
ま
た
も
や
主
要
伽
藍
を
失
い
ま

す
が
、
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
で
知
ら
れ
る

南
円
堂
は
、
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
に
再

建
さ
れ
ま
し
た
。
菩
提
院
大
御
堂
に
懸
る
梵

鐘
は
永
享
八
（
一
四
三
六
）
年
に
造
ら
れ
た

も
の
で
す
。

大
湯
屋
の
南
、
三
条
通
り
を
隔
て
た
と
こ

ろ
に
あ
る
菩
提
院
は
、
俗
に
大
御
堂
あ
る
い

は
十
三
鐘
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
御
堂
は
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天
正
八
（
一
五
八
〇
）
年
の
建
物
と
い
わ
れ

ま
す
。
同
院
の
鐘
は
七
つ
と
六
つ
の
間
（
七

ツ
半
＝
五
時
）
に
撞
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
七

と
六
を
合
し
て
十
三
鐘
と
呼
ば
れ
た
と
い
い

ま
す
。
そ
れ
が
い
つ
し
か
、
十
三
才
の
三
作

と
い
う
少
年
が
、
春
日
社
の
神
鹿
を
殺
し
た

科
で
、
石
子
詰
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
か
ら
と

い
う
伝
説
に
入
れ
か
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

薬
師
寺
の
鐘
は
白
鳳
伽
藍
の
復
興
に
伴
っ

て
古
様
で
新
造
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の

天
平
時
代
の
梵
鐘
は
大
宝
蔵
殿
に
収
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。
享
禄
の
火
災
で
焼
損
は
な
は
だ

し
く
大
き
な
裂
傷
が
あ
る
た
め
「
西
の
京
の

破
れ
鐘
」
と
よ
ば
れ
、
毎
年
修
二
会
花
会
式

の
時
に
の
み
撞
か
れ
ま
し
た
。
百
済
国
王
か

ら
献
ぜ
ら
れ
た
梵
鐘
が
天
延
元
（
九
六
三
）

年
に
焼
亡
し
、
長
保
五
（
一
〇
〇
三
）
年
に

興
福
寺
別
院
の
建
法
寺
の
鐘
を
曵
い
て
き
た

も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。
鐘
身
一
五
七
・
五

�
、
口
径
一
三
一
・
五
�
、
東
大
寺
大
鐘
の

約
半
分
で
、
鐘
身
に
比
し
て
口
径
が
大
き

く
、
天
平
盛
期
の
様
式
で
す
が
、
口
端
か
ら

鐘
身
に
か
け
九
五
㎝
に
わ
た
る
縦
の
亀
裂
が

入
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
惜
し
ま
れ
ま
す
。

法
隆
寺
に
は
西
院
・
東
院
に
そ
れ
ぞ
れ
鐘

楼
が
あ
り
、
西
院
の
鐘
楼
は
平
安
時
代
の
楼

造
り
の
唯
一
の
遺
構
で
、
梵
鐘
も
鐘
楼
が
建

っ
た
時
に
造
ら
れ
た
と
み
ら
れ
、
延
長
三

（
九
二
五
）
年
に
講
堂
と
と
も
に
焼
失
し
た

あ
と
、
寛
仁
四
（
一
〇
二
〇
）
年
頃
ま
で
に

出
来
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
鐘
身
一
三

一
�
に
比
し
て
口
径
が
一
一
八
・
二
�
と
大

き
く
、
雄
大
な
巨
鐘
で
す
。

東
院
の
鐘
は
鐘
身
一
二
一
・
八
�
、
口
径

一
〇
五
・
二
�
で
、
口
径
の
割
に
丈
が
高
く

見
え
る
天
平
時
代
の
端
正
な
作
で
す
。
追
刻

か
ら
、
か
つ
て
中
宮
寺
に
あ
っ
た
も
の
で
、

の
ち
に
東
院
鐘
楼
（
鎌
倉
初
期
）
に
移
さ
れ

た
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。
鐘
楼
は
袴
腰
付
の

最
古
例
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

唐
招
提
寺
の
梵
鐘
は
平
安
前
期
の
数
少
な

い
貴
重
な
遺
例
と
い
わ
れ
ま
す
。「
南
都
左

京
　
唐
招
提
寺
」
の
線
刻
が
あ
り
ま
す
が
、

右
京
を
誤
っ
て
左
京
と
し
て
い
ま
す
。
鐘
楼

は
後
世
転
用
古
材
で
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

西
大
寺
鐘
楼
は
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年

に
兵
庫
県
多
田
院
か
ら
移
建
さ
れ
た
と
い
い

ま
す
。
梵
鐘
に
は
「
正
保
二
年
乙
酉

三
月
吉
辰

西
大
寺
」（
一
六
四
五
）
の
刻
銘
が
あ
る
そ

う
で
す
。

奈
良
の
寺
々
の
ご
く
一
部
の
梵
鐘
を
め
ぐ

っ
て
み
ま
し
た
。
長
谷
寺
や
栄
山
寺
の
梵
鐘

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
今
で
も
本
堂

が
整
備
さ
れ
る
と
、
次
い
で
建
て
ら
れ
る
の

は
鐘
楼
の
よ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
朝
夕
の
鐘

の
音
が
、
人
々
に
安
堵
感
を
与
え
、
そ
れ
に

よ
る
教
化
が
意
識
さ
れ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

除
夜
の
鐘
と
い
え
ば
か
つ
て
は
家
々
で
静

か
に
聴
く
の
が
習
い
で
し
た
。
最
近
は
新
聞

や
タ
ウ
ン
紙
に
「
除
夜
の
鐘
が
つ
け
る
寺
」

と
い
っ
た
記
事
も
み
ら
れ
、
参
加
す
る
人
が

増
え
て
、
寺
も
そ
れ
を
歓
迎
し
て
い
る
よ
う

で
す
。
古
寺
大
寺
で
な
く
と
も
近
在
の
寺
に

足
を
運
ぶ
の
は
如
何
で
し
ょ
う
。

年
に
一
夜
し
か
な
い
「
大
つ
ご
も
り
」、

大
切
さ
が
増
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

Imagin 21

年
末
の
主
な
除
夜
の
鐘
情
報�

（
十
月
末
の
情
報
で
す
の
で
、
詳
細
は
各
寺
に
ご
確
認
下
さ
い
。
）�

東
　
　
大
　
　
寺�

興
　
　
福
　
　
寺�

薬
　
　
師
　
　
寺�

唐
　
招
　
提
　
寺�

西
　
　
大
　
　
寺�

帯
　
　
解
　
　
寺�

松
　
　
尾
　
　
寺�

信
貴
山
朝
護
孫
子
寺�

室
　
　
生
　
　
寺�

飛
　
　
鳥
　
　
寺�

長
　
　
谷
　
　
寺�

壺
　
　
阪
　
　
寺�

天
平
の
大
鐘（
国
宝
）を
八
人
一
組
で
つ
く
。
23
時
〜
整
理
券
配
布
。

元
旦
の
０
時
か
ら
つ
く
。�

南
円
堂
と
菩
提
院
大
御
堂
の
二
カ
所
で
。
23
時
〜
先
着
百
名
に
整
理

券
配
布
。
23
時
半
か
ら
つ
く
。�

22
時
頃
か
ら
受
付
。
23
時
30
分
〜
五
人
一
組
で
つ
く
。
写
経
者
が
優

先
さ
れ
る
。
お
餅
の
接
待
あ
り
。�

23
時
15
分
頃
か
ら
整
理
券
配
布
、
先
着
百
八
名
に
。�

23
時
50
分
頃
か
ら
順
番
に
参
加
者
全
員
が
つ
け
る
。
愛
染
堂
前
で
福

寿
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
。�

23
時
30
分
〜
　
参
加
者
全
員
が
順
番
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
。
参
加

者
に
福
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
。�

23
時
〜
　「
や
く
よ
け
除
夜
祭
」の
後
、
先
着
百
八
名
の
一
般
参
加
者
が
厄
除

の
鐘
を
つ
く
。
そ
の
後
参
加
者
全
員
で
つ
く
。
先
着
千
名
に「
御
筆
」を
授
与
。�

０
時
〜
２
時
　
希
望
者
は
つ
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
人
数
に
制
限
あ

り
。（
百
八
名
）�

０
時
〜
　
参
加
者
全
員
が
順
番
に
つ
く
。
奥
の
院
で
先
着
三
百
人
に
絵

馬
か
土
鈴
ど
ち
ら
か
を
無
料
進
呈
。
御
神
酒
、
甘
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
。�

23
時
30
分
〜
　
最
初
は
僧
侶
が
つ
き
、
そ
の
後
は
参
加
者
全
員
で
つ

く
。
シ
ョ
ウ
ガ
湯
と
福
酒
の
接
待
あ
り
。�

23
時
〜
　
僧
侶
が
ま
ず
百
八
つ
く
。
参
拝
者
に
本
堂
前
付
近
で
福
酒

の
接
待
。�

23
時
45
分
〜
　
最
初
は
僧
侶
が
つ
き
、
そ
の
後
は
参
加
者
全
員
で
つ

く
。
雑
煮
の
接
待
あ
り
。�




