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的
ず
参
の
魅
力
秘
話

北
斎
名
画
の
ル
ー
ツ

波
の
伊
八
｢
波
と
宝
珠
｣

北
斎
が
読
本
の
挿
絵
を
描
き
始

め
た
の
は
､
文
化
元
年
(
一
八
〇

ド
)
　
頃
で
あ
ろ
う
か
､
そ
れ
か
ら

数
年
間
は
挿
絵
に
勢
力
を
集
中
し
､

独
特
の
画
法
で
人
気
は
頂
点
に
達

し
て
い
た
｡

そ
の
頃
は
､
北
斎
は
馬
琴
の
家

に
食
客
と
な
っ
て
い
た
｡
そ
れ
は

あ
た
か
も
門
弟
の
よ
う
で
､
北
斎

が
麻
裏
草
履
を
は
い
て
外
へ
出
る

と
､
馬
琴
が
後
ろ
か
ら
つ
い
て
き

た
ほ
ど
親
密
で
あ
っ
た
｡
｢
新
編
水

瀞
画
伝
｣
　
に
し
て
も
｢
椿
説
弓
張

月
｣
　
に
し
て
も
'
読
本
は
爆
発
的

人
気
を
勝
ち
得
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
頃
､
馬
琴
は
名
前
だ
け
知

ら
れ
て
い
た
八
大
士
を
､
｢
里
見
記
｣

｢
里
見
九
代
記
｣
そ
れ
に
｢
房
総
志

科
｣
を
手
元
に
置
い
て
　
｢
南
総
里

見
八
犬
伝
｣
　
の
構
想
を
練
っ
て
い

た
｡
こ
の
中
の
｢
房
総
志
料
｣
は

長
者
町
　
(
い
す
み
市
岬
町
長
著
)

の
中
村
国
香
が
執
筆
し
た
も
の
で
､

南
総
の
椎
談
や
奇
説
な
ど
収
載
し

て
い
て
､
八
犬
伝
執
筆
に
果
た
し

た
役
割
は
大
き
い
と
さ
れ
る
｡
こ

の
　
｢
房
総
志
料
｣
　
の
冒
頭
が
｢
L

総
行
元
を
｣
　
の
項
で
始
ま
る
の
も

青
緑
で
､
北
斎
も
目
に
し
た
か
と

思
う
(
)文

化
三
年

南
総
へ
旅
立
ち

北
斎
の
南
総
行
脚
の
一
つ
の
目

的
に
､
八
犬
伝
の
挿
絵
と
の
関
係

が
考
え
ら
れ
､
L
総
や
安
房
の
風

土
を
知
る
上
で
必
要
だ
っ
た
｡
文

化
三
年
　
(
1
八
〇
四
)
　
六
月
頃
､

北
斎
は
南
総
へ
旅
立
ち
を
す
る
｡

こ
の
こ
と
は
木
更
津
の
日
枝
神
社

の
奉
納
額
｢
富
士
の
巻
狩
-
図
｣

に
｢
画
狂
人
北
斎
旅
中
画
｣
と
あ

る
こ
と
か
ら
立
証
さ
れ
て
い
る
｡

そ
の
あ
と
の
足
跡
は
詳
か
な
ら
ず

で
知
る
由
も
な
い
が
'
権
幕
里
谷

峨
が
久
留
里
で
　
｢
山
轍
大
夫
｣
を

執
筆
し
て
い
て
､
そ
の
挿
絵
を
頼

ま
れ
て
い
た
ら
し
い
｡
谷
峨
は
久

留
里
藩
士
で
本
所
埋
堀
藩
邸
に
任

し
､
江
戸
話
人
目
付
役
の
立
場
か

ら
梅
暮
里
を
H
L
h
と
し
て
､
戯
作
に

励
ん
で
い
た
｡

ラ
イ
バ
ル
京
伝
と

豊
国
の
｢
自
藤
源
太
｣

ほ
か
に
北
斎
の
南
総
行
脚
に
は

幾
つ
か
の
事
由
が
推
考
さ
れ
る
が
､

北
斎
に
対
し
読
本
挿
絵
を
精
力
的

に
こ
な
し
て
い
た
者
に
　
｢
豊
国
｣

(
次
ペ
ー
ジ
へ
つ
づ
-
)
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が
い
た
｡
挿
絵
画
家
と
し
て
北
斎

同
様
'
そ
の
人
気
は
衰
え
を
知
ら

ず
'
大
衆
受
け
の
作
品
を
次
々
と

発
表
し
て
い
て
､
い
わ
ば
ラ
イ
バ

ル
の
存
在
で
あ
っ
た
｡

こ
の
豊
国
に
伍
し
て
爆
発
的
人

気
の
戯
作
者
に
､
山
東
京
伝
と
弟

の
山
東
京
山
が
い
た
｡
と
も
に
南

総
の
夷
隅
郡
神
置
村
　
(
硯
い
す
み

市
神
置
)
　
の
出
と
い
わ
れ
る
｢
白

藤
源
太
｣
の
話
を
ま
と
め
て
'
｢
白

藤
源
太
談
｣
ま
た
｢
花
角
力
自
藤

源
太
｣
を
執
筆
中
で
､
豊
国
や
国

貞
が
挿
絵
措
き
に
励
ん
で
い
た
｡

自
藤
源
太
は
人
気
力
士
で
､
新
内

節
に
歌
舞
伎
に
登
場
､
豊
国
の

｢
白
藤
源
太
｣
の
錦
絵
も
人
気
絶
頂

と
も
な
っ
て
い
た
｡
白
藤
源
太
の

物
語
が
発
刊
さ
れ
た
の
が
､
文
化

四
年
二
月
で
あ
る
が
､
北
斎
は
源

太
の
生
地
､
そ
の
地
方
に
も
関
心

を
砲
い
た
か
と
考
え
る
｡

伊
八
の
波
は
横
波
で
'
動
物
が

牙
を
む
き
出
し
迫
っ
て
-
る
よ
う

な
迫
力
が
あ
る
｡
そ
れ
に
波
間
か

ら
今
し
も
昇
ろ
う
と
す
る
真
紅
の

太
陽
､
波
間
に
漂
う
鶴
､
そ
れ
は

写
実
そ
の
も
の
で
､
波
の
裏
ま
で

描
い
た
陰
影
､
立
体
的
な
表
現
'

表
裏
1
体
の
両
面
彫
り
が
そ
こ
に

あ
っ
た
｡

そ
れ
は
僻
轍
で
は
な
い
｡
視
点

を
で
き
る
だ
け
低
-
し
て
波
を
捕

ら
え
て
い
る
｡
荒
い
外
房
の
波
涛

と
'
座
し
て
見
上
げ
る
角
度
で
彫

っ
て
い
る
伊
八
の
作
と
､
外
房
の

光
景
を
み
る
た
め
に
北
斎
の
南
総

行
脚
は
あ
っ
た
｡

冒
等
琳
と

釦

　

　

弟

子

の

等

随

さ
ら
に
堤
等
林
の
弟
子
等
随
が

へ
の
関
心
と

外
房
の
波
漬

一
方
'
北
斎
は
伊
八
へ
の
関
心

は
強
か
っ
た
｡
日
蓮
宗
信
者
の
北

斎
は
堀
之
内
(
東
京
杉
並
)
　
の
妙

法
寺
で
伊
八
の
彫
刻
に
触
れ
て
い

て
'
こ
と
の
ほ
か
伊
八
に
関
心
を

抱
-
｡
伊
八
は
文
化
三
年
頃
､
凝

視
続
け
て
い
た
太
東
崎
の
荒
波
を

念
頭
に
､
行
元
寺
で
波
図
彫
刻
に

没
頭
し
て
い
た
｡

行
元
寺
の
杉
戸
絵
に
｢
鷹
と
老
梅
｣

｢
獅
子
図
｣
を
は
じ
め
､
｢
松
柏
図
｣

(
現
存
し
な
い
)
　
を
措
い
て
い
る
と

あ
っ
て
は
な
お
さ
ら
だ
｡
加
え
て

等
随
の
師
で
あ
り
､
北
斎
の
友
で

あ
る
堤
等
林
が
太
東
崎
の
飯
縄
寺

(
い
す
み
市
岬
町
和
泉
)
本
堂
の
天

井
画
｢
龍
図
｣
｢
蓮
華
｣
｢
牡
丹
図
｣

な
ど
描
い
て
あ
る
と
知
っ
て
は
'

北
斎
の
心
は
さ
わ
い
で
'
飯
縄
寺

や
行
元
寺
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
｡

飯
縄
寺
本
堂
は
前
年
､
つ
ま
り

文
化
二
年
に
落
慶
し
､
天
井
画
の

み
な
ら
ず
､
伊
八
の
　
｢
牛
若
丸
と

天
狗
｣
そ
の
左
右
の
｢
波
と
飛
龍
｣

の
豪
快
な
大
作
は
､
北
斎
に
と
っ

て
大
き
な
魅
力
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

～
つ
○

波
は
瞬
時
と
し
て
留
ま
る
こ
と

を
知
ら
な
い
｡
現
れ
た
か
と
見
れ

ば
消
え
､
消
え
た
か
と
思
え
ば
押

し
寄
せ
て
く
る
｡
北
斎
は
以
前
か

ら
伊
八
同
様
に
波
に
対
す
る
関
心

は
絶
大
で
､
美
人
廟
の
世
界
か
ら

脱
し
て
､
そ
の
頃
｢
お
し
を
-
り

と
う
せ
ん
の
､
づ
｣
　
つ
い
で
｢
賀
奈

川
沖
本
埜
之
図
｣
と
い
っ
た
作
品

を
物
し
て
い
た
｡

も
あ
る
大
抵
に
､
酒
樽
に
入
れ
た

墨
､
そ
れ
に
大
藁
筆
で
半
身
達
磨

を
措
い
た
｡
そ
こ
に
は
等
琳
が
い

て
'
首
を
か
し
げ
て
い
た
も
の
の
'

一
覧
し
て
大
い
に
驚
嘆
し
た
と
い

､
つ
0

こ
の
あ
と
北
斎
は
堤
等
琳
の
画

風
を
慕
っ
て
､
単
な
る
友
人
か
ら

師
弟
関
係
へ
と
深
ま
っ
て
い
-
｡

こ
れ
は
北
斎
の
南
総
行
脚
に
接
点

が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
｡

飯
縄
寺
の
天
井
画
と

北
渓
の
絵
馬

行
元
寺
の
伊
八
の
波
'
等
随
の

鷹
図
㌧
飯
縄
寺
の
等
琳
の
天
井
画
'

そ
し
て
伊
八
の
彫
刻
､
外
房
の
波

遠
を
見
る
こ
と
で
､
北
斎
は
南
総

に
足
跡
を
記
し
た
に
違
い
な
い
｡

飯
縄
寺
近
-
の
長
者
町
に
｢
房

総
志
料
｣
筆
者
の
中
村
家
が
あ
る
｡

す
ぐ
傍
ら
の
天
神
社
に
は
'
北
斎

-

･

l

-

l

l

ヤ

高
弟
の
魚
屋
北
渓
の
絵
馬
'
江
戸

屈
指
の
問
屋
｢
伊
勢
八
店
｣
が
伝

わ
る
｡
前
述
の
妙
法
寺
に
も
'
北

斎
を
中
心
と
し
た
人
物
画
や
北
渓

の
絵
馬
が
あ
る
と
い
う
｡

等
琳
の画

風
を
慕
い

神

奈

川

沖

　

　

婚

浪
裏
の
誕
生
…

文
化
元
年
に
北
斎
は
護
国
寺

(
東
京
･
文
京
)
　
で
､
百
二
十
畳
分

南
総
行
脚
か
ら
江
戸
に
帰
っ
た

北
斎
は
､
馬
琴
と
い
さ
か
い
を
生

じ
'
挿
絵
を
描
か
な
-
し
た
の
で
､

｢
新
編
水
耕
伝
｣
後
編
の
刊
行
に
､

版
元
は
困
っ
て
馬
琴
を
お
ろ
し
て
'

高
井
蘭
山
が
引
き
継
い
だ
一
件
が

あ
る
｡
あ
れ
ほ
ど
密
で
あ
っ
た
二

人
の
人
間
関
係
も
､
文
化
九
年
頃

に
は
絶
交
状
態
と
な
っ
て
'
北
斎

は
読
本
の
挿
絵
の
世
界
か
ら
遠
ざ

か
っ
て
い
-
｡

天
保
二
年
(
一
八
三
一
)
　
北
斎

は
七
十
二
歳
に
な
っ
て
い
た
｡
｢
冨

森
三
十
六
景
｣
の
刊
行
が
始
ま
-
､

風
景
画
中
心
の
活
躍
期
に
入
っ
た
｡

こ
の
中
で
　
｢
神
奈
川
沖
浪
塞
｣

は
'
そ
の
粗
型
が
　
｢
お
し
を
く
り

と
う
せ
ん
の
づ
｣
な
ど
に
求
め
ら

れ
る
が
'
伊
八
の
波
国
彫
刻
の
感

化
と
'
堤
等
林
の
点
描
法
な
ど
の

指
導
で
､
躍
動
感
溢
れ
る
作
風
と

な
っ
て
､
世
の
絶
賛
を
浴
び
る
に

至
っ
た
｡

視
点
を
低
-
お
さ
え
､
触
手
を

伸
ば
し
て
小
舟
に
襲
い
か
か
る
よ

う
に
せ
り
上
が
っ
た
大
波
'
そ
の

波
に
翻
弄
さ
れ
る
小
舟
'
富
士
山

が
遠
-
小
さ
-
覗
-
｡
砕
け
散
る

し
ぶ
き
は
躍
動
感
そ
の
も
の
で
'

二
十
数
年
前
に
伊
八
が
彫
っ
た
波

図
に
'
そ
の
原
風
景
を
見
出
し
､

外
房
の
波
涛
を
み
て
の
砕
け
散
る

し
ぶ
き
を
点
描
法
で
み
ご
と
に
表

現
し
た
の
で
あ
る
｡
斬
新
な
表
現

に
等
琳
の
画
法
の
阻
境
と
'
ま
た

｢
波
の
伊
八
｣
の
影
響
で
'
北
斎
は

世
界
に
誇
る
名
画
を
生
ん
だ
の
で

あ

っ

た

｡

　

　

　

　

(

市

原

浮

田

)
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北
斎
と
等
随
の
世
界
ひ
ら
く

嬢
に
追
わ
れ
た
　
｢
土
岐
の
鷹
｣
描
く

一
介
の
油
売
り
か
ら
美
濃
の
太

守
に
の
し
上
が
り
､
こ
と
も
あ
ろ

う
に
主
君
で
あ
る
土
岐
頼
芸
を
国

外
に
放
逐
L
t
自
分
が
美
濃
l
国

の
盟
主
に
お
さ
ま
っ
た
､
嬢
の
暫

藤
道
三
の
名
は
余
-
に
も
知
ら
れ

て
い
る
｡

土
岐
頼
芸
は
､
も
と
よ
-
文
人

武
将
で
あ
っ
た
｡
伝
え
に
よ
る
と

画
僧
周
文
に
絵
を
学
び
､
山
水
画

を
描
き
｢
鷹
｣
　
の
絵
を
得
意
と
し

た
｡
鷹
は
闘
争
本
能
の
固
ま
り
の

よ
う
な
猛
鳥
だ
｡
皮
肉
に
も
代
々

土
岐
氏
は
　
｢
鷹
｣
を
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
き
た
｡
鷹
や
獅
子
の
よ
う
に

強
-
生
き
た
い
､
土
岐
氏
の
願
い

だ
っ
た
｡
頼
芸
の
措
い
た
鷹
図
は

ど
こ
か
弱
々
し
-
感
じ
ら
れ
る
と

の
評
が
あ
る
が
'
こ
こ
行
元
寺
に

等
随
が
描
い
た
｢
土
岐
の
鷹
｣
は

精
侍
で
威
厳
に
み
ち
て
い
る
｡

寺
住
職
は
豪
語
で
'
そ
の
師
は
先

代
の
豪
覚
法
印
だ
っ
た
｡
比
叡
山

無
動
寺
か
ら
き
た
高
僧
で
'
房
州

石
堂
寺
の
多
宝
塔
建
立
に
正
木
時

茂
と
名
を
連
ね
､
ま
た
美
濃
妙
椿

の
名
も
残
る
｡

頼
芸
は
　
｢
大
乗
妨
豪
秀
｣
と
い

っ
た
｡
｢
豪
｣
の
一
字
を
師
か
ら
貰

っ
て
い
る
｡
｢
秀
｣
は
頼
芸
が
好
ん

だ
文
字
だ
っ
た
｡
頼
芸
は
万
喜
城

で
　
｢
牧
閑
斎
｣
と
か
｢
徳
秀
斎
｣

と
号
し
た
｡
こ
れ
か
ら
　
｢
頼
芸
｣

は
｢
豪
秀
｣
そ
の
も
の
と
い
え
る
｡

行
元
寺
に
は
'
｢
永
禄
八
年
(
一

五
六
五
)
　
八
月
五
日
大
乗
坊
豪
秀

上
総
国
伊
南
庄
万
富
城
内
に
て
書

写
し
畢
る
｣
　
の
　
｢
潅
頂
私
記
｣
が

今
に
伝
わ
っ
て
い
る
｡
金
剛
界
の

潅
頂
私
記
で
'
十
メ
-
ー
ル
以
上

も
あ
る
長
い
経
巻
で
あ
る
｡

冒
随
の
鷹
絵
と

郎

　

　

　

獅

子

図

こ
の
土
岐
頼
芸
の
話
を
聞
い
た

等
随
は
'
｢
行
元
寺
書
院
｣
の
板
戸

に
｢
白
鷹
と
老
梅
｣
　
の
国
を
措
い

冒
岐
頼
芸
の

釦

　

　

仏

道

修

行

頼
芸
の
万
喜
城
亡
命
は
三
卜
年

近
-
､
そ
の
間
行
元
寺
で
仏
道
修

行
に
明
け
暮
れ
し
た
｡
時
の
行
元

た
o
白
鷹
が
老
梅
に
羽
を
休
め
､

頭
を
右
に
向
け
鋭
い
眼
差
し
を
見

せ
て
い
る
｡
右
足
の
爪
は
力
強
く

枝
を
つ
か
ん
で
鋭
さ
に
溢
れ
る
｡

梅
の
木
や
椿
､
岩
石
な
ど
が
緑

青
色
に
黒
ず
ん
で
い
る
た
め
､
鷹

が
1
層
白
-
浮
き
出
て
狩
野
派
の

特
色
が
よ
-
出
て
い
る
｡
特
に
注

意
す
べ
き
は
梅
の
幹
な
ど
に
点
苔

描
写
が
見
ら
れ
る
こ
と
だ
｡
明
ら

か
に
雪
舟
の
雲
谷
派
の
系
統
を
引

く
､
三
代
堤
等
林
の
影
響
を
受
け

て
い
る
こ
と
を
知
る
｡

筆
者
の
等
随
は
､
画
面
の
左
方

に
｢
五
楽
｣
と
墨
書
し
｢
無
為
五

楽
｣
　
の
二
行
か
ら
な
る
角
印
と
､

そ
の
下
に
｢
等
随
｣
　
の
楕
円
形
の

朱
印
を
捺
し
て
あ
る
こ
と
で
判
る
｡

等
随
は
字
は
淡
山
､
偏
無
斎
と

号
し
､
今
の
栃
木
市
片
柳
に
あ
っ

た
寮
坊
五
楽
院
に
任
し
た
こ
と
か

ら
五
楽
院
等
随
の
名
が
あ
る
｡
画

史
に
よ
る
と
三
世
堤
等
林
の
弟
子

で
古
河
藩
の
御
用
絵
師
を
務
め
'

上
野
寛
永
寺
や
浅
草
寺
に
も
関
係

し
た
｡も

と
よ
-
等
随
の
元
祖
は
と
言

え
ば
､
高
松
又
八
郎
邦
教
に
さ
か

上
り
､
そ
の
門
卜
か
ら
後
藤
家
､

そ
し
て
信
秀
が
現
れ
て
磯
部
家
の

初
代
と
な
っ
て
､
そ
の
次
男
が
儀

右
衛
門
で
出
家
し
て
画
僧
で
あ
っ

た
｡

時
の
行
元
寺
住
職
は
'
三
十
七

杜
栄
長
'
三
十
八
世
乗
有
と
も

代
々
上
野
寛
永
寺
伴
頭
職
か
ら
晋

山
､
呪
懇
の
等
随
に
書
か
せ
た
こ

と
は
T
n
l
E
う
ま
で
も
な
い
｡
勿
論
堤

等
琳
を
も
呼
び
寄
せ
､
飯
縄
寺

(
い
す
み
市
岬
町
和
泉
)
　
本
堂
に
天

井
画
｢
龍
回
｣
を
､
ま
た
内
陣
天

井
の
桝
に
花
鳥
図
を
描
か
せ
た
｡

ち
な
み
に
栄
長
や
乗
有
が
上
野

寛
永
寺
に
い
る
こ
ろ
'
若
い
葛
飾

北
斎
は
上
野
坂
下
に
住
む
な
ど
し

て
'
｢
上
野
晩
鐘
｣
や
｢
根
本
中
堂
｣

な
ど
措
き
'
伴
頭
職
と
の
触
れ
合

い
は
高
-
､
人
脈
は
広
-
展
が
-

を
見
せ
て
-
れ
る
｡

か
の
葛
飾
北
斎
　
二
七
六
〇
-

l
八
四
九
)
　
は
一
般
に
は
　
｢
赤
富

士
｣
や
｢
神
奈
川
沖
浪
裏
｣
　
の
図

で
知
ら
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
｡
こ

れ
ら
｢
富
嶽
三
十
六
景
｣
と
い
っ

た
風
景
画
と
し
て
の
錦
絵
を
措
い

た
の
は
七
十
歳
代
の
前
半
だ
が
､

風
景
画
中
心
の
活
躍
期
と
な
り
､

躍
動
感
溢
れ
る
作
風
と
な
っ
て
世

の
絶
賛
を
浴
び
る
に
至
っ
た
｡
し

て
み
る
と
北
斎
や
等
随
は
堤
等
琳

の
弟
子
で
あ
り
､
兄
弟
弟
子
の
間

が
ら
と
言
っ
て
差
し
っ
か
え
な
か

ろ
う
｡

等
随
は
ま
た
行
元
寺
に
　
｢
十
六

善
神
｣
　
の
仏
画
も
遺
し
て
-
れ
た
｡

大
般
若
経
の
本
尊
で
あ
る
｡

(
市
原
浮
田
)
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た
｡
慶
長
十
八
年
に
は
計
凶
回
､

翌
十
九
年
に
は
毎
月
数
日
に
も
及

ん
で
､
家
康
の
信
頼
は
ま
す
ま
す

増
し
て
行
-
｡
の
ち
走
賢
は
巌
海

と
改
名
し
た
が
､
十
九
年
正
月
に

上
総
東
金
に
鷹
狩
-
に
来
た
家
康

を
､
大
多
喜
城
主
本
多
忠
朝
に
代

わ
っ
て
満
足
さ
せ
る
｡

家
康
没
後
､
常
州
行
方
西
蓮
寺
､

下
野
佐
野
惣
宗
寺
へ
転
じ
寛
永
六

年
二
六
二
九
)
　
常
州
黒
子
千
妙

寺
に
移
り
亮
運
と
名
を
改
め
た
｡

寛
永
寺
が
建
立
さ
れ

行
元
寺
亮
運
が
学
頭
職
に

一
方
､
天
海
は
秀
忠
か
ら
上
野

台
地
の
一
部
を
拝
領
'
あ
と
三
代

家
光
か
ら
上
野
忍
ケ
岡
の
地
と
､

秀
忠
の
旧
殿
､
白
銀
五
万
両
を
受

家
康
･
家
光
･
天
海
と
亮
運

家
康
･
家
光
ま
た
大
多
喜
城
主

の
本
多
忠
朝
の
帰
依
を
受
け
た
走

賢
は
巌
海
と
も
称
し
て
､
家
康
の

ブ
レ
ー
ン
天
涯
の
懐
刀
'
東
叡
山

初
代
学
頭
職
を
務
め
た
｡
総
州
武

射
郡
富
田
村
　
(
現
山
武
市
富
田
)

に
永
禄
元
年
(
一
五
五
八
)
　
に
生

ま
れ
富
田
光
明
寺
で
薙
髪
し
て
走

賢
と
名
づ
け
ら
れ
た
｡

文
禄
三
年
二
五
九
四
)
光
明

寺
を
継
ぎ
､
慶
長
九
年
二
六
〇

四
)
　
六
月
に
行
元
寺
住
職
に
抜
擢

さ
れ
る
｡
こ
れ
は
台
数
に
通
じ
法

華
要
旨
を
談
じ
博
学
多
才
の
僧
､

し
か
も
弁
舌
に
す
ぐ
れ
他
宗
に
対

抗
で
き
る
人
材
で
あ
っ
た
か
ら
で

｣

あ
っ
た
｡

走
賢
は
天
海
と
そ
の

関
係
が
蜜
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
'
天
海
と
走
賢

は
共
に
家
康
の
も
と
に

伺
候
す
る
｡
古
い
記
録

で
は
慶
長
十
八
年
二
月

十
八
日
､
駿
府
城
で
の

論
議
に
､
天
海
と
問
答

を
行
っ
て
家
康
か
ら
'

餐
と
銀
十
枚
'
被
物
二

領
を
贈
ら
れ
た
｡

こ
れ
に
よ
っ
て
　
｢
関

東
天
台
法
度
｣
が
成
立

し
た
こ
と
は
行
元
寺
宝

賢
の
大
き
な
功
績
だ
っ

け
て
､
江
戸
城
鬼
門
除
け
に
乗
叡

山
寛
永
寺
を
建
立
す
る
｡
寛
永
二

十
年
天
海
は
百
八
歳
と
い
っ
た
長

寿
で
他
界
し
た
が
､
家
光
に
｢
吾

滅
後
は
一
に
亮
運
に
問
う
べ
し
｣

と
遺
言
し
て
い
る
｡

家
光
は
亮
運
を
乗
叡
山
学
頭
職

に
命
じ
､
渡
雲
院
を
学
頭
の
室
と

し
た
｡
天
海
に
よ
っ
て
開
か
れ
た

東
叡
山
学
問
所
は
｢
束
叡
山
学
寮
｣

と
称
し
､
そ
の
学
頭
職
と
し
て
亮

運
は
敏
腕
を
振
う
わ
け
だ
が
､
こ

ん
な
関
係
か
ら
行
元
寺
が
'
伴
頭

拝
領
寺
院
と
し
て
'
学
頭
寺
に
つ

ぐ
学
問
寺
と
な
る
｡
そ
の
折
に
高

松
又
八
郎
邦
数
に
よ
っ
て
彫
刻
等

が
施
さ
れ
'
龍
や
牡
丹
に
錦
鶏
と

い
っ
た
､
桃
山
文
化
を
継
承
す
る

豪
華
絢
欄
を
誇
る
彫
刻
等
を
遺
し

て
-
れ
た
の
で
あ
る
｡

高
松
又
八
郎
邦
教
は
宮
彫
師
の

元
阻
で
徳
川
家
御
用
を
務
め
た
が
'

そ
の
制
作
は
江
戸
城
､
寛
永
寺
､

芝
増
上
寺
な
ど
に
限
ら
れ
､
地
方

に
遺
し
た
の
は
稀
れ
で
'
今
の
と

こ
ろ
､
行
元
寺
の
作
品
が
現
存
日

本
唯
一
と
い
わ
れ
'
各
種
彫
刻
を

凌
い
だ
名
作
と
さ
れ
て
い
る
｡

(
市
原
浮
田
)


