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西

村

実

則

宇
井
伯
寿
（
一
八
八
二
―
一
九
六
三
）
は
晩
年
に
短
い
自
伝
「
第
三
十
四
世
翁
伯
寿
小
伝
」
を
書
い
て
い
る
。
あ
え
て
第
三
十
四
世
と

冠
し
た
の
は
曹
洞
宗
僧
侶
と
し
て
の
自
覚
が
根
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
大
正
二
年
九
月
、
曹
洞
宗
大
学
講
師
の
時
、

曹
洞
宗
海
外
留
学
生
と
し
て
欧
州
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
、
ド
イ
ツ
に
行
っ
た
こ
と
、
留
学
先
は
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
あ
っ
た
も
の
の
、

第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
た
め
、
や
む
な
く
イ
ギ
リ
ス
に
避
難
し
た
と
あ
る
。

宇
井
の
ド
イ
ツ
出
発
に
際
し
、
同
じ
船
に
真
言
宗
の
神
林
隆
浄
、
天
台
宗
の
池
田
澄
達
の
二
氏
が
乗
船
し
た
。
そ
の
い
き
さ
つ
は
渡
辺

海
旭
が
「
此
際
曹
洞
の
宇
井
伯
寿
師
、
真
言
の
神
林
隆
浄
師
、
天
台
の
池
田
澄
達
師
、
梵
学
研
究
の
為
に
船
を
同
う
し
て
渡
欧
の
途
に
上

ら
ん
と
す
」（「
宇
井
、
神
林
、
池
田
三
氏
を
送
る
」）
と
し
た
上
で
、
と
り
わ
け
宇
井
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

宇
井
文
学
士
は
チ
ュ
ウ
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
に
懸
籍
し
、
ガ
ル
ベ
先
生
の
指
導
を
受
け
む
と
す
、
先
生
が
印
度
哲
学
の
造
詣
深
遠
な
る
は

学
界
定
評
あ
り
、
特
に
数
論
哲
学
研
究
に
於
て
は
獨
壇
の
名
家
、
印
度
に
遊
ぶ
こ
と
長
く
し
て
爛
燦
た
る
筆
力
亦
独
逸
文
壇
の
雄
な

り
、
宇
井
師
超
邁
の
識
力
印
度
哲
学
の
研
究
漸
や
く
蔗
を
噛
む
の
境
に
入
る
、
今
や
詩
聖
ウ
ー
ラ
ン
ト
の
徜
徉
吟
哦
せ
る
風
光
絶
佳

の
地
に
於
て
嚝
世
の
碩
学
に
師
事
す
、
其
後
来
の
見
る
べ
き
真
に
健
羨
す
べ
き
哉
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宇
井
の
師
と
な
る
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ガ
ル
ベ
は
イ
ン
ド
哲
学
で
も
サ
ー
ン
ク
ヤ
学
派
研
究
の
面
で
定
評
が
あ
り
、
イ
ン
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ド
に
も
長
く（
実
際
は
一
年
半
）滞
在
し
た
優
れ
た
学
者
で
あ
る
。
イ
ン
ド
哲
学
に
打
ち
込
も
う
と
す
る
宇
井
が「
風
光
絶
佳
の
地
」テ
ュ
ー

ビ
ン
ゲ
ン
で
研
鑽
を
積
む
こ
と
に
な
っ
た
の
は
羨
望
の
的
と
あ
る
。

宇
井
に
ガ
ル
ベ
を
紹
介
し
た
の
は
指
導
教
授
で
あ
っ
た
高
楠
順
次
郎
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
実
際
に
は
姉
崎
正
治
の
助
言
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
姉
崎
は
ガ
ル
ベ
が
一
時
期
ベ
ル
リ
ン
で
教
鞭
を
執
っ
た
際
、
半
年
間
ほ
ど
氏
の
授
業
に
参
加
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
は
南
ド
イ
ツ
・
シ
ュ
ト
ッ
ト
ガ
ル
ト
か
ら
ロ
ー
カ
ル
線
で
約
一
時
間
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
。
大
学
が
創
立
さ

れ
た
の
は
、
日
本
で
応
仁
の
乱
が
終
わ
っ
た
一
四
七
七
年
と
い
う
古
さ
で
あ
り
、
人
口
の
約
四
割
が
学
生
と
学
校
関
係
者
と
い
う
大
学
町

で
あ
る
。
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
そ
れ
に
天
文
学
の
ケ
プ
ラ
ー
な
ど
が
学
ん
だ
。
文
学
者
ヘ
ル
マ
ン
・

ヘ
ッ
セ
（
一
八
七
七
―
一
九
六
二
）
も
青
春
時
代
を
こ
の
町
で
過
ご
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
学
の
分
野
で
は
ガ
ル
ベ
が
着
任
す
る
前
に
『
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
を
ベ
ー
ト
リ
ン
ク
と
と
も
に
編
纂
し
た
ロ
ー
ト
が
お
り
、
以
後
に
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
、
テ
イ
ー
メ
が

順
に
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
。

作
家
の
辻
邦
生
は
こ
の
町
を
訪
ね
て
次
の
よ
う
に
い
う
、「
急
な
丘
の
斜
面
に
並
ぶ
古
風
な
大
学
町
は
、
赤
茶
け
た
瓦
屋
根
を
立
体
派

の
絵
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
頂
き
の
城
館
ま
で
迫
り
上
っ
て
い
た
。
ぼ
く
ら
（
北
杜
夫
）
は
細
い
小
道
を
上
っ
た
り
下
っ
た
り

し
て
、
町
の
あ
ち
こ
ち
を
歩
き
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
ヘ
ー
ゲ
ル
や
シ
ェ
リ
ン
グ
と
肩
を
並
べ
て
散
歩
し
た
の
は
こ
の
辺
り
か
と
思
い
な
が

ら
、
神
学
校
ぞ
い
の
石
塀
の
そ
ば
に
佇
ん
だ
。」「
ネ
カ
ー
ル
河
に
か
か
る
吊
り
橋
か
ら
見
て
い
る
と
、
北
杜
夫
と
歩
い
た
中
州
は
美
し
い

緑
に
飾
ら
れ
て
、
さ
な
が
ら
高
貴
な
十
八
世
紀
英
国
絵
画
の
風
景
で
あ
る
。
静
か
な
河
の
水
面
に
は
白
鳥
が
浮
び
、
そ
の
影
が
鏡
の
よ
う
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な
水
面
に
逆
さ
ま
に
映
っ
て
い
る
。
午
前
十
一
時
の
太
陽
が
、
燃
え
る
暑
熱
を
加
え
な
が
ら
、
橋
の
真
上
に
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
自

転
車
に
乗
っ
た
可
愛
い
少
女
が
二
人
で
橋
を
渡
っ
て
ゆ
く
。
や
が
て
下
流
か
ら
ボ
ー
ト
に
乗
っ
た
数
人
の
若
者
が
、
な
め
ら
か
な
オ
ー
ル

の
動
か
し
方
で
、
橋
の
下
を
く
ぐ
り
抜
け
て
ゆ
く
。
こ
と
ら
に
向
っ
て
手
を
振
る
。
静
か
で
、
充
実
し
て
、
華
麗
で
、
単
純
だ
。
ぼ
く
は

ま
た
し
て
も
溜
息
を
つ
く
。
溜
息
な
ん
か
つ
く
ま
い
、
と
大
決
心
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
典
雅
な
自
然
の
静
謐
感
と
透
明
感
に

は
溜
息
が
出
る
の
だ
。
丘
の
緑
の
森
に
埋
っ
た
赤
屋
根
が
、
太
陽
の
光
の
せ
い
だ
、
淡
い
靄
を
か
け
た
よ
う
に
銀
色
が
か
っ
て
見
え
る
。

空
は
深
い
紺
青
に
晴
れ
て
い
る
。
真
夏
が
こ
れ
ほ
ど
純
粋
な
美
し
さ
で
輝
く
こ
と
が
果
し
て
他
処
で
可
能
だ
ろ
う
か
」（『
夏
の
光
満
ち
て

パ
リ
の
時
』）

あ
る
い
は
や
は
り
作
家
の
多
和
田
葉
子
に
よ
れ
ば
、「（
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
）
橋
の
上
か
ら
眺
め
る
ネ
ッ
カ
ー
川
の
眺
め
は
何
度
見
て
も
風

景
画
の
よ
う
で
現
実
の
も
の
と
は
思
え
な
い
。
柳
が
水
面
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
垂
れ
、
川
岸
は
川
の
水
の
戯
れ
に
身
を
ま
か
せ
、
ま
ど
ろ
ん
で

い
る
。
岸
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
て
な
ど
い
な
い
。
大
き
な
船
が
通
っ
て
い
る
の
は
見
た
こ
と
が
な
い
か
ら
、
多
分
浅
い
の
だ
ろ

う
。
夏
に
は
竿
舟
に
乗
る
こ
と
も
で
き
る
」。
夜
な
ど
は
「
小
さ
な
村
な
の
で
、少
し
歩
け
ば
も
う
村
を
取
り
囲
む
大
き
な
暗
闇
が
広
が
っ

て
い
る
」。（『
溶
け
る
街　

透
け
る
街
』）

と
あ
る
よ
う
に
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
ネ
ッ
カ
ー
河
か
ら
み
た
風
景
を
絵
画
の
よ
う
で
あ
る
と
感
嘆
す
る
ほ
ど
の
美
し
い
町
で
あ
る
。

グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
の
代
に
な
っ
て
か
ら
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
を
訪
問
し
た
中
村
元
は
、「
南
ド
イ
ツ
の
大
学
町
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
は
人
口

五
六
千
人
し
か
な
い
。
散
歩
す
る
と
、
数
分
歩
け
ば
森
に
な
っ
て
し
ま
う
。
遊
ぼ
う
に
も
、
遊
ぶ
場
所
も
な
い
。
だ
か
ら
逆
に
、
宇
井
先

生
の
よ
う
な
方
に
は
、
非
常
に
勉
強
に
良
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
」（「
イ
ン
ド
文
明
の
先
覚
者
を
想
う
」『
東
方
界
』）
と
い
っ
て
い
る
。
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リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ガ
ル
ベ

ガ
ル
ベ
は
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
「
古
代
イ
ン
ド
の
主
格
複
合
語
の
抑
揚
法
」
の
研
究
で
博
士
の
学
位
を
取
得
。
二
十
歳
の
時
、
大

英
博
物
館
に
あ
る『
シ
ュ
ラ
ウ
タ
ス
ー
ト
ラ
』（
バ
ラ
モ
ン
教
の
家
庭
祭
式
）の
研
究
調
査
の
た
め
ロ
ン
ド
ン
に
赴
い
た
。
二
十
八
歳
の
時
、

イ
ン
ド
・
ベ
ナ
レ
ス
に
一
年
半
ほ
ど
滞
在
し
、
イ
ン
ド
人
の
学
者
（
パ
ン
デ
イ
ッ
ト
）
に
就
い
て
サ
ー
ン
ク
ヤ
の
テ
キ
ス
ト
と
『
シ
ュ
ラ

ウ
タ
ス
ー
ト
ラ
』
を
研
究
し
た
。
イ
ン
ド
滞
在
記
に
『
イ
ン
ド
旅
行
ス
ケ
ッ
チ
』
が
あ
る
。
と
は
い
え
か
れ
は
現
実
の
イ
ン
ド
に
対
し
て

は
き
わ
め
て
悲
観
的
で
あ
っ
た
。
滞
在
中
、
つ
ね
に
マ
ラ
リ
ヤ
か
ら
の
攻
撃
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。

帰
国
後
、『
サ
ー
ン
ク
ヤ
・
ス
ー
ト
ラ
』
と
そ
の
注
『
カ
ー
リ
カ
ー
』
を
校
訂
翻
訳
。
一
八
九
四
年
、ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
大
教
授
と
な
り
、

『
サ
ー
ン
ク
ヤ
哲
学
』
を
出
版
し
た
（
こ
の
書
に
つ
い
て
は
木
村
泰
賢
が
「
賛
成
し
難
い
所
が
沢
山
あ
る
け
れ
ど
も
、
材
料
豊
富
に
し
て

出
所
の
正
確
な
る
こ
と
、
こ
れ
に
及
ぶ
も
の
が
な
い
」（『
印
度
六
派
哲
学
』）
と
評
し
て
い
る
）。

そ
の
後
、
ル
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ト
の
後
を
継
い
で
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
教
授
と
な
っ
た
。

一
九
〇
一
年
に
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
出
講
。
ベ
ル
リ
ン
滞
在
中
で
あ
っ
た
姉
崎
正
治
が
聴
講
し
た
の
は
そ
の
時
で
あ
る
。　

一
九
〇
五
年
、
ヒ
ン
ド
ウ
ー
教
の
根
本
聖
典
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
ギ
ー
タ
ー
』
を
独
訳
し
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
を
再

構
成
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

晩
年
、
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ン
ド
思
想
の
相
互
影
響
と
い
う
壮
大
な
テ
ー
マ
に
着
目
し
、『
イ
ン
ド
と
キ
リ
ス
ト
教
』
を
出
版
し
た
。
そ

の
前
半
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
イ
ン
ド
の
影
響
、
後
半
は
イ
ン
ド
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
と
な
っ
て
い
る
。

ガ
ル
ベ
の
持
論
の
一
つ
は
、
サ
ー
ン
ク
ヤ
哲
学
は
仏
教
思
想
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
当
時
、
オ
ル
デ

ン
ベ
ル
ク
や
イ
ギ
リ
ス
の
リ
ス
・
デ
ヴ
ィ
ズ
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
。
も
う
一
つ
、
大
乗
仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
起
源
で
あ
る
と
信
じ
て
い

た
。
こ
れ
も
今
か
ら
み
て
も
、
い
か
に
も
突
飛
な
学
説
で
あ
る
。

四
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宇
井
は
留
学
当
初
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
辞
典
と
し
て
何
が
よ
い
か
を
ガ
ル
ベ
に
訊
ね
た
。
宇
井
か
ら
の
伝
聞
を
中
村
元
は
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

「（
宇
井
）
が
あ
る
立
派
な
辞
書
（
モ
ニ
エ
ル
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ス
著
）
を
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
ガ
ル
ベ
は
「
ふ
ん
。
そ
ん
な
辞
書
が
あ
る

の
か
い
。
や
め
て
し
ま
え
。
ベ
ー
ト
リ
ン
ク
・
ロ
ー
ト
の
七
巻
本
（
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
）
を
使
え
」
と
厳
命
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

ガ
ル
ベ
が
英
語
の
そ
の
立
派
な
辞
書
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
全
然
、
頭
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
無
視
し
て
か
か
る
と
い

う
よ
う
な
具
合
で
あ
っ
た
」。（
中
村
元
「
イ
ン
ド
文
明
の
先
覚
者
を
想
う
」）。

こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
モ
ニ
エ
ル
が
編
纂
し
た
辞
典
に
対
す
る
ガ
ル
ベ
の
独
特
な
見
方
で
あ
る
。
こ
の『
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
辞
典
』
が
完
成
に
至
る
ま
で
に
は
荻
原
雲
来
、
渡
辺
海
旭
の
師
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
の
ロ
イ
マ
ン
も
の
ち
に
参
画
し
た
。
し
か
し
そ
れ

を
ガ
ル
ベ
は
頭
か
ら
無
視
し
た
の
で
あ
る
。
ガ
ル
ベ
の
推
薦
す
る
七
巻
本
『
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
の
編
纂
に
は
テ
ュ
ー

ビ
ン
ゲ
ン
大
の
前
任
者
ロ
ー
ト
も
参
画
し
多
大
な
精
力
を
注
い
で
い
た
た
め
、も
と
よ
り
前
任
者
に
敬
意
を
表
す
る
意
味
も
あ
っ
た
ろ
う
。

宇
井
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
訪
問

宇
井
は
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
に
滞
在
中
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
を
訪
問
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
金
倉
円
照
に
よ
る
宇
井
の
追
悼
文
か
ら

知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
お
話
の
中
に
ド
イ
ツ
に
留
学
さ
れ
た
思
い
出
が
あ
っ
た
。
先
生
の
師
事
さ
れ
た
ガ
ル
ベ
教
授
が
第
一
次
世
界
大

戦
で
一
人
む
す
こ
を
喪
っ
た
こ
と
、
美
し
い
東
洋
風
の
娘
が
ガ
ル
ベ
に
あ
っ
た
こ
と
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
散
歩
道
で
、
教
授
に
ひ
ょ
っ

こ
り
行
き
あ
わ
れ
た
折
り
の
挿
話
な
ど
で
あ
る
。
五
十
年
前
の
楽
し
い
追
憶
に
、先
生
は
し
ば
ら
く
耽（
ふ
け
）ら
れ
た
の
で
あ
る
。」（「
宇

井
先
生
の
業
績
」）

お
そ
ら
く
ガ
ル
ベ
は
宇
井
を
伴
っ
て
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
を
訪
問
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
当
時
の
こ
と
ゆ
え
、
二
人
が
時
期
を
異
に
し

五
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て
訪
問
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
）。
宇
井
は
訪
問
中
た
ま
た
ま
ガ
ル
ベ
と
「
散
歩
道
」
で
鉢
合
わ
せ
し
た
と
い
う
驚
き
を
金
倉
に
話
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
も
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
同
様
、
大
学
を
中
心
と
し
て
発
展
し
た
大
学
町
で
、
ド
イ
ツ
統
一
後
、
再
び
ド
イ
ツ
中
心
部
に

位
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
元
来
、
貴
族
の
子
弟
の
入
学
が
多
く
、
ま
た
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
が
三
十
数
名
あ
る
こ
と
に
ち
な
み
、「
貴

族
の
大
学
」「
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
大
学
」（
大
西
健
夫
『
ド
イ
ツ
の
大
学
と
大
学
都
市
』）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
数
学
、
天
文
学
の
ガ
ウ
ス
、

物
理
学
の
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
な
ど
が
い
た
だ
け
で
な
く
、
物
理
、
化
学
を
中
心
と
し
た
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
が
あ
る
点
で
も
有

名
で
あ
る
。「
散
歩
道
」
と
は
街
全
体
を
星
形
に
囲
っ
て
い
た
城
壁
を
撤
去
し
た
あ
と
を
散
歩
コ
ー
ス
に
し
た
も
の
の
こ
と
を
い
う
の
で

あ
ろ
う
。ヘ

ル
マ
ン
・
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク

宇
井
が
訪
問
当
時
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
・
イ
ン
ド
学
の
教
授
だ
っ
た
の
は
ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
で
あ
る
。
渡
辺
海
旭
が
ド
イ

ツ
留
学
中
、
ヴ
ェ
ー
ダ
研
究
に
お
い
て
そ
の
右
に
出
る
者
は
な
い
と
い
わ
し
め
た
碩
学
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
以
外
に
パ
ー
リ
語
文
献
を
駆

使
し
て
「
原
始
仏
教
」
と
い
う
一
分
野
を
開
拓
し
た
人
の
一
人
で
あ
り
、
パ
ー
リ
語
の
律
蔵
『
ビ
ナ
ヤ
・
ビ
タ
カ
』『
テ
ー
タ
ガ
ー
タ
ー
』

な
ど
を
校
訂
出
版
し
た
。
そ
の
著
『
ブ
ッ
ダ
ー
そ
の
生
涯
・
思
想
・
教
団
―
』
は
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
を
解
明
し
た
書
で
あ
る
。
そ
の

論
証
は
ブ
ッ
ダ
生
存
当
時
、
同
時
代
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
祖
マ
ハ
ー
ビ
ー
ラ
の
生
涯
、
な
ら
び
に
隠
者
、
苦
行
者
と
い
う
面
で
共
通
点
が
み

ら
れ
る
こ
と
、ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
建
て
た
石
柱
の
場
所
が
ブ
ッ
ダ
誕
生
の
地
ル
ン
ビ
ニ
ー
と
符
合
し
た
り
、別
の
場
所
（
イ
ギ
リ
ス
人
ペ
ッ

ペ
の
住
居
）
か
ら
ブ
ッ
ダ
の
も
の
と
思
わ
れ
る
舎
利
容
器
が
出
土
し
た
こ
と
、
ブ
ッ
ダ
の
前
半
生
、
そ
の
種
族
、
両
親
、
母
の
若
死
、
母

の
妹
が
養
育
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
も
、「
歴
史
的
実
在
性
」
が
感
得
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

六
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オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
は
一
九
一
二
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
イ
ン
ド
を
訪
問
し
た
。
ベ
ナ
レ
ス
の
地
で
は
偶
然
、
日
本
の
河
口
慧
海
、
長
谷

部
隆
諦
、
増
田
慈
良
、
渓
道
元
、
そ
れ
に
高
楠
順
次
郎
ら
と
出
会
い
、
増
田
慈
良
に
よ
れ
ば
、

「
目
下
、
滞
在
中
な
る
独
逸
の
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ヒ
教
授
と
は
高
楠
博
士
の
紹
介
に
て
二
回
程
面
会
し
、
記
念
に
共
に
写
真
撮
影
ま
で
致

し
候
、
世
界
の
学
者
た
る
同
氏
が
懇
切
に
面
会
の
度
に
握
手
を
求
め
、
荘
重
な
る
英
語
を
以
て
挨
拶
せ
ら
れ
し
は
聊
か
光
栄
に
存
じ
候
」

（『
加
持
世
界
』
一
九
一
三
年
）

と
、オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
は
自
分
の
よ
う
な
者
に
ま
で
太
い
声
で
会
う
た
び
に
握
手
を
求
め
て
く
れ
た
と
あ
る
。
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
は『
ブ
ッ

ダ
』
の
書
を
数
回
に
渉
っ
て
手
を
加
え
た
が
、イ
ン
ド
を
訪
問
後
、そ
の
印
象
を
さ
り
げ
な
く
挿
入
し
て
い
る
。
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
は
ピ
ッ

シ
ェ
ル
と
共
に
校
訂
出
版
し
た
『
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
』
の
一
節
、「（
修
行
者
が
）
一
人
で
お
れ
ば
、
梵
天
の
ご
と
く
で
あ
る
。
二
人
で
お

れ
ば
、
二
人
の
神
の
ご
と
く
で
あ
る
。
三
人
で
お
れ
ば
、
村
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
で
お
れ
ば
、
雑
踏
の
ご
と
く
で
あ
る
。」（
中

村
元
訳
『
仏
弟
子
の
告
白
』
と
改
訳
）
に
ふ
れ
て
、「
イ
ン
ド
に
行
っ
て
、人
の
押
し
合
い
へ
し
合
い
す
る
さ
ま
、あ
る
い
は
争
っ
た
り
罵
っ

た
り
す
る
托
鉢
行
者
の
群
れ
が
押
し
合
い
へ
し
合
い
す
る
さ
ま
を
身
近
に
見
た
り
聴
い
た
り
し
た
者
は
、
誰
で
も
こ
の
詩
の
と
り
わ
け
最

後
の
句
を
首
肯
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
。

宇
井
が
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
を
訪
問
し
た
の
は
氏
の
イ
ン
ド
帰
国
直
後
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
へ
避
難

第
一
次
大
戦
が
勃
発
す
る
や
、
宇
井
は
ド
イ
ツ
か
ら
戦
火
を
逃
れ
て
イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
イ
ン
ド
局
の
図
書
館
員
で

あ
っ
たF･W

･

ト
マ
ス（
一
八
六
七
―
一
九
五
六
）に
就
き
、『
勝
宗
十
句
義
論
』を
英
訳
し
た
。ト
マ
ス
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
お
よ
び
チ
ベ
ッ

七
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ト
語
の
学
者
で
、
一
八
九
八
年
か
ら
一
九
二
七
年
ま
で
イ
ン
ド
省
図
書
館
員
の
か
た
わ
ら
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
講
師
を
務
め
て
い
た
。
マ
ク

ド
ネ
ル
（
一
八
五
四
―
一
九
三
〇
）
没
後
、
そ
の
後
任
と
し
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
と
な
っ
た
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文
、
ス
タ

イ
ン
将
来
の
チ
ベ
ッ
ト
文
献
を
専
門
と
し
た
人
で
あ
る
。

『
勝
宗
十
句
義
論
』
の
英
訳
に
つ
い
て
中
村
元
は
い
う
、

「
特
に
そ
の
時
期
の
不
朽
の
功
績
は
「
勝
宗
十
句
義
論
」
の
研
究
で
あ
る
（H

.U
i�,�The�Vaisesika�Phirosophy

）。
こ
れ
は
イ
ン

ド
古
代
に
自
然
哲
学
を
説
い
た
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
哲
学
の
一
つ
の
古
典
が
、
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
は
散
佚
し
て
し
ま
っ
た

の
に
、
そ
の
漢
訳
が
漢
訳
大
蔵
経
の
中
に
お
さ
め
ら
れ
て
、
シ
ナ
・
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
研
究
出
版
翻
訳
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
の
王
立
ア
ジ
ア
協
会
か
ら
出
版
さ
れ
、
世
界
的
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
研
究
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
国

際
的
に
学
者
と
し
て
の
先
生
の
名
声
を
決
定
的
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
外
国
で
出
版
さ
れ
た
ど
の
イ
ン
ド
哲
学
史
を
と
り
上
げ

て
み
て
も
、
先
生
の
こ
の
書
に
言
及
し
て
い
な
い
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
ま
さ
に
日
本
の
学
会
の
声
價
を
高
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
一
つ
だ
け
で
も
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
学
徒
は
外
国
の
学
者
に
対
し
て
肩
身
の
広
い
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。」（『
イ
ン
ド
哲
学
か

ら
仏
教
へ
』
あ
と
が
き
）

『
勝
宗
十
句
義
論
』
は
漢
訳
だ
け
で
伝
わ
る
ヴ
ァ
ー
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
哲
学
書
で
あ
り
、
英
訳
す
る
に
は
か
な
り
の
困
難
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
宇
井
は
そ
れ
を
ト
マ
ス
の
指
導
の
許
で
進
め
た
の
で
あ
る
。

中
村
元
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
宇
井
は
ガ
ル
ベ
の
許
で
パ
ー
リ
語
も
習
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
も
学
生
と
二
人
だ
っ
た
と
あ
る
。

中
村
は
そ
の
学
生
の
名
前
ま
で
フ
ュ
ル
ス
ト
と
詳
し
く
伝
え
て
い
る
か
ら
宇
井
の
話
を
綿
密
に
書
き
留
め
て
お
い
た
の
で
あ
る
。「
ガ
ル

ベ
は
「
自
分
は
パ
ー
リ
語
は
話
せ
な
い
」
と
い
っ
た
」。
こ
れ
に
つ
い
て
中
村
元
は
、「
そ
の
意
味
は
パ
ー
リ
語
を
読
み
書
く
こ
と
は
自
由

自
在
だ
け
れ
ど
、
ち
ょ
っ
と
話
す
の
は
慣
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
到
っ
て
は
話
す
の
も
読
む
の
も
書
く
の
も
自
由
自

在
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
ガ
ル
ベ
は
イ
ン
ド
に
長
く
い
た
か
ら
、
そ
れ
だ
け
の
自
信
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

八
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初
期
仏
教
や
東
南
ア
ジ
ア
仏
教
国
で
用
い
ら
れ
る
パ
ー
リ
語
と
イ
ン
ド
六
派
哲
学
の
使
用
言
語
と
は
無
縁
で
あ
る
が
、
宇
井
は
ガ
ル
ベ

の
許
で
基
礎
語
学
の
一
つ
と
し
て
パ
ー
リ
語
も
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

宇
井
は
生
涯
を
通
じ
て
、
イ
ン
ド
哲
学
、
仏
教
学
の
分
野
で
多
大
な
業
績
を
残
し
た
。
イ
ン
ド
哲
学
に
関
し
て
は
、『
印
度
哲
学
研
究
』

の
名
の
も
と
、
執
筆
順
に
第
一
巻
か
ら
第
六
巻
ま
で
刊
行
し
た
が
、
そ
の
六
巻
目
の
「
緒
言
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

元
来
予
は
仏
教
の
専
門
家
で
は
な
い
。
ま
た
目
下
の
事
情
上
、
そ
の
専
門
学
者
た
ら
む
こ
と
を
望
む
も
の
で
も
な
い
が
、
印
度
の
思
想

を
研
究
す
る
学
徒
と
し
て
は
、
少
く
と
も
印
度
に
於
け
る
仏
教
の
発
達
を
知
る
こ
と
に
多
大
の
努
力
を
費
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
其
為

に
印
度
仏
教
の
研
究
に
進
ま
む
と
希
う
て
居
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
、
宇
井
は
四
十
八
歳
で
あ
る
。
生
涯
を
通
じ
て
仏
教
研
究
に
多
大
な
精
力
を
注
い
だ
宇
井
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
ば
は
意
外

で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
研
究
を
深
め
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
自
分
の
専
門
分
野
は
あ
く
ま
で
も
イ
ン
ド
哲
学
で
あ
る
と
表
明
し
た
こ
と
ば
で

あ
る
。
宇
井
は
晩
年
、
文
化
勲
章
を
受
賞
し
た
が
、
皇
居
で
の
講
書
始
め
の
際
に
、

自
分
も
は
じ
め
は
主
と
し
て
仏
教
以
外
の
こ
と
を
研
究
し
、
留
学
中
も
仏
教
以
外
の
こ
と
を
や
っ
て
居
ま
し
た
た
め
に
、
皆
か
ら
「
あ

い
つ
は
外
道
で
…
…
」
と
よ
く
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
は
も
と
も
と
仏
教
専
門
家
と
な
ろ
う
と
い
う
考
え
は
な
く
、
印
度

哲
学
一
般
の
中
に
於
い
て
仏
教
に
其
適
当
な
地
位
を
与
え
て
研
究
す
る
と
い
う
方
針
を
採
っ
て
居
ま
し
た
」（
特
別
講
演
「
印
度
哲
学
」

命
名
の
由
来
）。

と
、
も
と
も
と
仏
教
の
専
門
家
に
な
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。

九
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ド
イ
セ
ン
と
宇
井

宇
井
が
留
学
当
時
、
キ
ー
ル
に
は
高
楠
順
次
郎
や
姉
崎
正
治
の
師
で
あ
っ
た
ド
イ
セ
ン
が
い
た
。
宇
井
が
帰
国
し
た
後
も
木
村
泰
賢
が

イ
ギ
リ
ス
留
学
の
後
半
に
キ
ー
ル
の
ド
イ
セ
ン
の
許
に
赴
い
て
い
る
。
姉
崎
留
学
当
時
の
ド
イ
セ
ン
は
眼
疾
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
字
が
読

め
ず
、
自
分
（
姉
崎
）
が
原
典
を
読
み
上
げ
、
ド
イ
セ
ン
が
ド
イ
ツ
で
い
う
の
を
書
き
写
し
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
理
由
も
あ
っ
て
宇
井

は
ド
イ
セ
ン
の
許
に
行
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
他
の
理
由
も
あ
っ
た
。
宇
井
は
い
う
。

明
治
三
十
九
年
九
月
か
ら
一
般
的
の
印
度
哲
学
史
が
講
ぜ
ら
れ
て
以
来
、
其
各
方
面
に
於
け
る
細
い
研
究
の
進
歩
し
た
こ
と
は
著
し
い

こ
と
で
あ
る
が
、
然
し
一
般
の
傾
向
を
見
る
と
、
最
初
期
か
ら
ド
イ
セ
ン
氏
の
一
般
哲
学
史
の
初
三
巻
に
述
べ
ら
れ
て
居
る
印
度
哲
学

の
見
方
又
は
扱
ひ
方
幷
に
解
釈
が
基
礎
を
な
し
て
居
る
と
思
は
る
る
。
実
を
い
へ
ば
予
自
身
も
最
初
は
氏
に
の
み
傾
倒
し
殆
ど
他
の
研

究
解
釈
を
顧
み
な
い
か
の
如
く
で
あ
っ
た
が
、
後
西
洋
に
遊
む
で
彼
地
の
学
界
の
状
態
の
全
く
之
に
反
す
る
を
見
る
に
及
む
で
、
広
く

諸
学
者
の
研
究
成
果
及
び
原
典
資
料
を
渉
猟
し
、
滞
欧
四
年
の
初
半
期
間
は
人
知
れ
ぬ
苦
心
の
下
に
、
足
ら
ざ
る
な
が
ら
も
ド
イ
セ
ン

氏
の
影
響
の
蝉
脱
に
努
力
し
、
遂
に
は
氏
の
解
釈
取
扱
の
正
鵠
を
得
な
い
点
の
少
く
な
い
所
以
を
理
解
す
る
を
得
た
と
信
ず
る
を
得
る

に
至
っ
た
。（
印
度
哲
学
研
究
第
四
、
緒
言
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
欧
州
に
行
っ
て
み
る
と
、
学
界
で
は
ド
イ
セ
ン
は
も
は
や
顧
み
ら
れ
な
い
実
情
を
知
り
、
氏
の
影
響
を
極
力
排
除
し

よ
う
と
努
め
た
と
い
う
。

帰
朝
し
て
後
我
邦
の
印
度
哲
学
界
を
瞥
見
す
る
と
、
時
や
ま
さ
に
ド
イ
セ
ン
氏
の
影
響
の
全
盛
時
期
で
あ
っ
た
。
其
明
に
誤
っ
た
解
釈

説
明
す
ら
平
然
と
し
て
奉
ぜ
ら
れ
、
而
も
そ
れ
等
が
世
界
の
学
界
の
通
説
で
あ
る
か
の
如
く
、
又
は
我
邦
の
研
究
者
各
自
の
自
説
で
あ

る
か
の
如
く
に
せ
ら
れ
て
居
る
も
の
も
皆
無
で
は
な
か
っ
た
。
か
か
る
間
に
於
て
予
は
学
界
一
般
に
対
し
て
も
多
少
は
其
然
ら
ざ
る
点

を
明
に
し
、
又
特
殊
の
人
々
に
対
し
て
も
個
々
の
誤
を
指
摘
す
る
所
も
あ
っ
た
（
同
）。

帰
国
後
も
ド
イ
セ
ン
を
無
上
の
師
と
す
る
風
潮
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
正
す
よ
う
人
に
も
勧
告
し
た
と
い
う
。

一
〇
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極
端
に
い
ふ
場
合
に
は
、
誠
に
生
意
気
な
が
ら
も
、
印
度
哲
学
に
於
て
は
ド
イ
セ
ン
氏
の
方
法
幷
に
解
釈
が
如
何
に
も
優
れ
て
居
る
如

く
感
ぜ
ら
る
る
間
は
、
自
己
の
研
究
が
尚
未
だ
独
立
の
地
歩
を
得
ず
専
門
家
の
域
に
踏
入
ら
な
い
所
以
で
あ
る
と
判
断
す
る
照
準
と
す

る
が
よ
い
と
ま
で
苦
言
す
る
こ
と
も
あ
る
（
同
）。

宇
井
か
ら
み
る
と
、
ド
イ
セ
ン
の
研
究
は
概
説
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
宇
井
は
一
つ
の
論
文
（Sam

khyayoga

に
就
い
て
）
で
、

ド
イ
セ
ン
の
学
説
を
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
。
ド
イ
セ
ン
に
言
及
す
る
間
は
研
究
者
と
は
い
え
な
い
と
ま
で
極
論
し
た
。

当
時
、
一
高
、
帝
大
の
哲
学
界
で
は
ド
イ
セ
ン
旋
風
が
渦
巻
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
宇
井
の
弟
子
中
村
元
は
一
高
時
代
に
、
熱
烈
な
ド

イ
セ
ン
信
奉
者
で
あ
っ
た
岩
本
禎（
一
八
六
九
―
一
九
四
一
）の
講
義
を
聴
い
て
い
る
。の
ち
に
東
洋
大
を
創
立
し
た
井
上
円
了（
一
八
五
八

―
一
九
一
九
）
も
岩
本
同
様
、
ド
イ
セ
ン
の
本
を
日
本
語
訳
し
た
り
し
て
、
ド
イ
セ
ン
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
中
村
元
も
ド
イ
セ
ン
に

つ
い
て「
比
較
思
想
の
先
駆
者
」で
あ
り
、「
西
洋
と
イ
ン
ド
の
対
比
」ま
た
東
西
思
想
を
歴
史
的
に
辿
っ
た
学
者
と
位
置
づ
け
た
上
で
、「
イ

ン
ド
哲
学
や
仏
教
の
思
想
的
理
解
や
そ
れ
を
弘
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
私
は
ど
う
し
て
も
ド
イ
ッ
セ
ン
を
第
一
人
者
と
し
て
挙
げ

た
い
。
こ
れ
は
西
洋
の
学
者
の
誰
も
が
皆
、
一
様
に
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」「
イ
ン
ド
哲
学
を
世
界
の
思
想
史
の
中
に
き
ち
ん
と

位
置
づ
け
た
と
い
う
点
で
、
ド
イ
ッ
セ
ン
の
功
績
は
ま
ご
う
べ
く
も
な
い
」

「
彼
の
学
問
に
対
す
る
情
熱
、熱
中
し
た
態
度
、特
に
広
い
視
野
か
ら
東
洋
思
想
を
観
る
と
い
う
態
度
に
は
大
い
に
影
響
を
受
け
た
」（「
東

西
比
較
思
想
の
開
拓
者
ド
イ
ッ
セ
ン
」）。

と
、
ド
イ
セ
ン
の
研
究
方
法
、
学
問
に
対
す
る
情
熱
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
ド
イ
セ
ン
に
対
す
る
宇
井
と
中
村
の
評
価
は
正
反
対
で
あ
る
。
中
村
の
信
条
は
人
の
研
究
を
批
判
す
る
暇
が
あ
れ

ば
、
一
つ
で
も
自
分
の
論
文
を
書
き
た
い
（
伝
聞
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

一
一
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宇
井
が
徹
底
し
て
批
判
し
た
ド
イ
セ
ン
で
は
あ
る
が
、
氏
の
も
と
か
ら
高
名
な
弟
子
た
ち
が
育
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
一
人
に

仏
教
写
本
研
究
の
第
一
人
者
で
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
教
授
と
な
っ
た
ヴ
ァ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
一
八
九
七
―
一
九
八
五
）
が
い
る
。
ド

イ
セ
ン
は
イ
ン
ド
へ
講
演
旅
行
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
話
す
こ
と
が
で
き
た
。
近
代
イ
ン
ド
の
宗
教
改
革
運
動

家
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
弟
子
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
（
一
八
六
三
―
一
九
〇
二
）
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
ド
イ
ツ
を
訪
問
し
た
際
、

ド
イ
セ
ン
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
話
し
て
い
る
。サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
話
せ
た
ド
イ
セ
ン（
お
そ
ら
く
宇
井
の
師
ガ
ル
ベ
も
）。弟
子
に
ヴ
ァ

ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
な
ど
の
い
た
ド
イ
セ
ン
。
こ
う
し
た
点
で
も
ド
イ
セ
ン
は
高
く
評
価
さ
る
べ
き
人
で
あ
る
。

姉
崎
正
治
が
ド
イ
セ
ン
の
許
に
留
学
し
た
当
時
、
眼
疾
の
あ
っ
た
ド
イ
セ
ン
は
、
ほ
と
ん
ど
字
が
読
め
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
宇
井
が

ド
イ
セ
ン
の
許
に
行
く
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

一
二


