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『
海あ
ま
の
も
く
ず

人
藻
芥
』
で
あ
り
、「
唐
織
物
」
の
初
出
は
一
三
三
八
〜
一
四
七
六
年
成

立
の
『
増
鏡
』
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
南
北
朝
・
室
町
初
期
に
、
新
し
く
登
場
し

た
「
唐
〜
」
と
い
う
言
葉
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
唐
衣
」
や
「
唐
草
」
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
以
前
か
ら
「
唐
」

の
付
い
た
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、そ
の
時
代
に
は
無
か
っ
た
新
し
い「
唐

〜
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
「
唐
織
」と
い
う
新
語
が
こ
の
時
代
に
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
は
、「
唐
刳
り
」

説
の
有
力
な
補
強
材
料
で
あ
る
。
双
方
、
工
芸
技
術
用
語
と
い
う
点
も
共
通
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、「
か
ら
く
り
」
の
語
源
を
「
唐
刳
る
」
と
見
る
考

え
方
は
、
い
よ
い
よ
蓋
然
性
を
高
め
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

九
、
む
す
び

　

本
稿
の
論
述
は
多
少
試
行
錯
誤
の
プ
ロ
セ
ス
も
含
め
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て

結
論
的
要
点
を
ま
と
め
て
お
く
。

「
唐か
ら
く刳
る
」を
語
源
と
考
え
、「
か
ら
く
り
」は
そ
の
名
詞
化
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

唐
風
に
刳
り
抜
く
こ
と
、つ
ま
り
中
国
風（
宋
風
）の
彫
刻
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
「
か
ら
く
る
」「
か
ら
く
り
」
は
鎌
倉
時
代
に
初
め
て
現
れ
た
言
葉
と
考
え
ら

れ
る
。
南
宋
か
ら
禅
宗
が
伝
わ
り
、宋
風
の
禅
宗
建
築
様
式
を
「
唐
様
」
と
言
っ

た
。
そ
の
象
徴
が
細
か
な
細
工
の
彫
刻
で
あ
り
、そ
れ
を「
刳
り
形
」（
繰
り
形
）

と
称
し
た
。唐
様
の
刳
り
形
を「
唐
刳
り
」（
唐
繰
り
）と
言
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

初
出
は
動
詞
な
の
で
、「
唐
刳
る
」（
唐
様
に
彫
刻
す
る
）
を
語
源
と
考
え
る
。

そ
れ
が
、
唐
様
に
装
飾
す
る
↓
唐
様
の
複
雑
な
木
組
み
に
造
る
と
意
味
が
派
生

し
、
名
詞
化
し
て
「
か
ら
く
り
」
と
な
り
、
複
雑
な
仕
組
み
↓
し
か
け
…
と
変

化
し
た
と
考
え
る
の
が
、
本
稿
の
説
で
あ
る
。

　

な
お
、
か
ら
く
り
人
形
の
工
学
的
研
究
で
知
ら
れ
る
末
松
良
一
博
士
（
名
古

屋
大
学
名
誉
教
授
）
に
こ
の
説
を
披
瀝
し
た
と
こ
ろ
、
木き

じ

し
地
師
の
実
態
か
ら
も

賛
同
で
き
る
説
だ
と
の
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。

　

木
地
師
と
い
う
の
は
、
轆ろ
く
ろ轤

と
称
す
る
特
殊
工
具
を
用
い
て
、
椀
や
盆
な
ど

円
形
の
刳
り
物
を
作
る
職
人
の
こ
と
で
あ
る
。
末
松
博
士
に
よ
れ
ば
、
優
れ
た

か
ら
く
り
人
形
の
製
作
技
能
を
伝
え
る
岐
阜
県
の
久く

た

み
田
見
は
木
地
師
と
深
い
関

わ
り
の
あ
る
村
落
だ
と
い
う
。「
刳
り
物
」
の
製
作
技
術
が
「
か
ら
く
り
人
形
」

の
製
作
に
活
か
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。「
か
ら
く
り
」
と
い
う
語
が
「
刳
り
」

に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。

　

ち
な
み
に
、
木
地
師
は
、
と
ち
・
ぶ
な
・
け
や
き
な
ど
の
良
材
を
求
め
て
山

か
ら
山
へ
移
住
し
な
が
ら
業
を
営
ん
で
き
た
歴
史
が
あ
る
と
い
う
。
全
国
に
散

在
す
る
木
地
師
集
団
の
根
源
地
が
滋
賀
県
永
源
寺
町
だ
と
い
う
こ
と
も
末
松
博

士
か
ら
う
か
が
っ
た
。
こ
の
町
は
、
全
国
の
木
地
師
の
身
分
を
保
障
す
る
制
度

の
キ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
木
地
師
は
全
国
組
織
の
職

能
集
団
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
、「
か
ら
く
り
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
に
関
わ
る

な
ら
、
そ
の
普
遍
性
も
予
感
さ
せ
よ
う
か
。

　
注

（
１ 

）
司
馬
遼
太
郎
・
林
屋
辰
三
郎
『
歴
史
の
夜
咄
』（
小
学
館
文
庫
、
二
〇
〇
六
）
で
説
か

れ
て
い
る
。

（
２ 

）『
嬉
遊
笑
覧
』
や
『
和
訓
栞
』
の
説
。
駒
の
語
源
を
高
麗
と
関
連
づ
け
る
説
も
あ
る
が
、

「
こ
」
が
駒
は
甲
類
、
高
麗
は
乙
類
な
の
で
誤
り
ら
し
い
。

（
３ 
）
こ
の
解
釈
の
問
題
点
は
、終
止
形
（
基
本
形
）
が
「
懸か

く

る
」
で
は
な
く
「
懸か

く
」
で
あ

る
こ
と
。
し
か
し
、『
名
語
記
』
が
「
懸
る
」
と
い
う
形
で
掲
出
し
て
い
る
以
上
、
そ
う

い
う
語
法
が
鎌
倉
当
時
に
存
在
し
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。

（
４
）
折
口
信
夫
『
古
代
研
究
』
ほ
か
、『
俚
言
集
覧
』『
大
言
海
』
な
ど
の
説
。
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「からくり」語源考

麻
繰
金
」。
そ
の
略
が
「
へ
そ
く
り
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、「
か

ら
く
る
」
↓
「
か
ら
く
り
」
の
変
化
に
近
似
し
て
い
る
。

　

②
前
掲
『
原
色
日
本
の
美
術
』
の
解
説
に
よ
る
と
、
禅
宗
寺
院
の
木
鼻
の
立

体
的
な
刳
り
を
「
刳
形
」
と
言
い
、
そ
れ
を
通
常
は
「
繰
形
」
と
記
し
て
い
る

と
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
え
ぐ
っ
て
彫
刻
す
る
意
味
の
「
刳
り
」
と
、
糸
を

た
ぐ
る
意
味
の
「
繰
り
」
が
重
な
る
か
、
も
し
く
は
混
同
さ
れ
る
こ
と
の
可
能

性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
唐
刳
り
」
が
「
唐
繰
り
」
の

意
に
解
さ
れ
、「
か
ら
く
り
」
と
い
う
語
が
糸
に
よ
っ
て
動
か
す
こ
と
を
連
想

さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
点
を
加
味
し
て
、
語
源
か
ら
の
派
生
経
緯
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
だ
ろ
う
。

　
「
唐
刳
る
」
＝
唐
様
に
彫
刻
す
る
↓
唐
様
に
装
飾
す
る
↓
唐
様
の
複
雑
な
木

組
み
に
造
る
↓（「
か
ら
く
り
」と
い
う
名
詞
形
が
一
般
化
し
て
）「
か
ら
く
り
」

＝
糸
に
よ
る
操
作
を
含
ん
だ
複
雑
な
仕
組
み
↓
ゼ
ン
マ
イ
や
糸
に
よ
る
し
か
け
。

八
、「
唐
刳
る
」
説
の
蓋
然
性

　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
五
巻
（
小
学
館
、
一
九
七
三
）「
か
ら
く
る
」
の
項

に
よ
れ
ば
、「
か
ら
く
る
」
と
い
う
語
は
方
言
に
残
っ
て
い
て
、
青
森
県
津
軽

と
宮
城
県
仙
台
で
は
「
修
理
、
修
繕
な
ど
し
て
間
に
合
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味

で
使
わ
れ
、
ま
た
宮
城
県
で
は
「
飾
り
つ
け
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る

そ
う
で
あ
る
。
そ
の
両
意
に
共
通
す
る
の
は「
細
工
す
る
」だ
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
こ
の
語
が
、
元
は
「
細
工
す
る
」
意
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、「
か
ら
く
り
」
の
語
源
が
、
鎌
倉
時
代
の
唐
様
建

築
の
彫
刻
用
語
と
想
定
し
た
「
唐
刳
る
」
で
あ
っ
た
と
す
る
本
稿
の
仮
説
を
、

あ
る
程
度
裏
付
け
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。

　

当
初
は
、
南
宋
風
（
唐
様
）
の
細
か
い
手
の
込
ん
だ
彫
刻
を
す
る
と
い
う
意

味
だ
っ
た
の
が
、
や
が
て
軒
下
や
天
井
裏
の
複
雑
な
組
物
（
そ
れ
が
唐
様
建
築

の
特
徴
）
も
含
む
意
味
に
拡
大
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
派
生
し

て
「
修
繕
す
る
・
装
飾
す
る
」
と
い
う
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

方
言
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　

ま
た
一
方
、
こ
の
こ
と
は
、「
か
ら
く
る
」
の
語
源
を
「
絡
み
繰
る
」
と
す

る
説
に
は
否
定
的
に
働
く
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
絡
み
繰
る
」
か
ら

は
修
繕
・
装
飾
の
意
味
が
派
生
す
る
余
地
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、『
社
寺
建
築
の
技
術
│
中
世
を
主
と
し
た
歴
史
・
技
法
・
意
匠
│
』

（
理
工
学
社
、
一
九
九
八
）
に
よ
れ
ば
、
元
興
寺
極
楽
坊
本
堂
に
隣
接
す
る
禅

室
に
は
、
大だ
い
ぶ
つ
よ
う

仏
様
の
特
色
を
示
す
木
鼻
の
繰
り
型
（
刳
り
型
）
が
見
ら
れ
る
そ

う
で
あ
る
。
大
仏
様
と
い
う
の
は
天
竺
様
と
も
言
わ
れ
、
俊
乗
坊
重
源
が
東
大

寺
復
興
に
あ
た
り
、
宋
の
工
人
を
招
い
て
用
い
た
新
し
い
様
式
で
、
豪
放
で
力

強
く
、
自
由
奔
放
な
手
法
に
特
徴
が
あ
る
。
東
大
寺
南
大
門
が
そ
の
典
型
事
例

に
挙
げ
ら
れ
、
禅
宗
様
式
の
唐
様
と
は
区
別
さ
れ
る
。

　

そ
の
大
仏
様
の
繰
り
型
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
唐
様
の
繰
り
型
を
さ
す

場
合
は
そ
れ
と
区
別
す
る
用
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が「
唐
繰
り
」、

動
詞「
唐
繰
る
」だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。そ
の
可
能
性
を
想
定
し
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、「
か
ら
く
り
」
の
語
源
が
「
唐
刳
る
」（
唐
繰
る
）
だ
と
し
て
、

は
た
し
て
「
唐
〜
る
」
と
い
う
よ
う
な
語
法
は
あ
り
う
る
の
か
、つ
ま
り
「
唐
」

と
い
う
語
は
動
詞
に
結
び
つ
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
る
。

　

そ
の
例
が
一
つ
あ
る
。
能
装
束
の
「
唐か
ら
お
り織

」。
こ
の
語
が
「
唐
織
る
」
の
連

用
形
の
名
詞
化
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
唐
刳
る
」「
唐
繰
る
」
は
不
自
然

な
語
形
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ち
な
み
に
、「
唐
織
」
の
初
出
は
応
永
二
十
七
年
（
一
四
二
〇
）
成
立
の
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せ
、「
か
ら
く
る
」
と
い
う
動
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。

　

こ
の
説
だ
と
動
詞
よ
り
名
詞
が
先
行
す
る
こ
と
に
な
り
、定
説
と
食
い
違
う
。

　

た
だ
し
、『
名
語
記
』
の
成
立
は
前
述
の
よ
う
に
一
二
六
八
年
。
円
覚
寺
舎

利
殿
の
建
築
は
一
二
八
五
年
だ
が
、
臨
済
宗
大
本
山
の
建
仁
寺
は
一
二
〇
二
年

の
創
建
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
唐
様
の
禅
宗
建
築
の
始
ま
り
は
『
名
語
記
』
の
成

立
よ
り
六
十
年
以
上
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
名
詞
が
動
詞
化
す
る
時
間
と
し

て
は
充
分
で
あ
ろ
う
が
、
語
形
変
化
と
し
て
可
能
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。

六
、
新
仮
説

　

結
論
を
先
に
言
え
ば
、「
か
ら
く
り
」
か
ら
「
か
ら
く
る
」
へ
、
つ
ま
り
名

詞
先
行
説
は
、
日
本
語
の
通
常
の
変
化
と
し
て
成
り
立
ち
そ
う
に
な
い
。

　
「
り
」
で
終
わ
る
名
詞
だ
け
を
取
り
上
げ
て
も
、「
誤
り
」「
重
な
り
」「
う
な

り
」「
こ
だ
わ
り
」「
さ
わ
り
」「
た
か
り
」「
た
た
り
」「
語
り
」「
下
り
」
な
ど
、

ど
れ
も
も
と
は
動
詞
で
あ
る
。
動
詞
の
連
用
形
が
名
詞
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
、「
草
履
」「
隣
」「
無
理
」
な
ど
、「
り
」
で
終
わ
る
名
詞
は
動
詞
に
な

ら
な
い
。「
し
ゃ
っ
く
り
」
は
「
し
ゃ
っ
く
る
」
に
な
ら
な
い
し
、「
び
っ
く
り
」

も
「
び
っ
く
る
」
に
は
な
ら
な
い
。

　
「
り
」
で
終
わ
る
も
の
以
外
で
も
同
様
で
あ
る
。
芸
能
関
係
の
言
葉
で
考
え

て
も
、「
歌
舞
伎
」
は
動
詞
「
か
ぶ
く
」（
傾
く
）
の
名
詞
化
だ
が
、「
浄
瑠
璃
」

は
元
来
名
詞
で
あ
っ
て
動
詞
に
な
ら
な
い
。「
ば
さ
ら
」
や
「
だ
て
」
も
同
様

で
あ
る
。
現
代
語
に
は
「
愚
痴
る
」
と
か
「
ケ
チ
る
」
と
か
、
名
詞
に
「
る
」

を
付
け
て
動
詞
化
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
そ
れ
は
近
代
の
特
異
な
語

法
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
鎌
倉
時
代
に
「
か
ら
く
り
」
か
ら
「
か
ら
く
る
」
が
生
じ
た

と
は
考
え
に
く
い
。
鎌
倉
時
代
に
「
か
ら
く
る
」
と
い
う
動
詞
が
存
在
し
た
こ

と
が
『
名
語
記
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
以
上
、
動
詞
が
先
行
し
た
と
考
え
ざ
る

を
え
な
い
。
定
説
ど
お
り
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
改
訂
し
た
仮
説
を
掲
げ
て
み
る
。

　

ま
ず
、「
か
ら
」
が
「
唐
」
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
問
題
は
「
く
り
」

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
く
る
」
と
い
う
動
詞
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

気
に
な
る
の
は
、『
名
語
記
』
の
、「
懸
く
」
＋
「
る
」
の
繰
り
返
し
が
「
く
る
」

に
な
っ
た
と
い
う
説
。
こ
れ
を
ど
う
判
断
す
る
か
。
つ
ま
り
、「
か
ら
か
く
る
」

が
「
か
ら
く
る
」
に
な
っ
た
、
い
や
正
確
に
は
「
か
ら
か
く
れ
る
」
の
繰
り
返

し
の
結
果
だ
と
『
名
語
記
』
は
言
う
。

　

こ
れ
は
い
か
に
も
苦
し
い
。
仮
に
そ
の
変
化
は
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
も
と

の
「
唐
懸
く
れ
る
」（
ま
た
は
「
唐
懸
く
る
」）
と
い
う
言
い
方
が
あ
っ
た
と
は

思
え
な
い
。「
唐
」
と
「
懸
く
る
」
が
言
葉
と
し
て
つ
な
が
り
に
く
い
。「
中
国

風
に
懸
け
る
」な
ど
と
い
う
の
は
、用
語
と
し
て
の
必
然
性
が
考
え
ら
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
浮
上
し
て
く
る
の
が
前
述
の
「
刳
る
」
で
あ
る
。「
唐
刳
る
」
な
ら

あ
り
得
る
。
つ
ま
り
、
も
と
は
「
唐
様
に
刳
り
抜
く
」（
唐
様
に
彫
刻
す
る
）

と
い
う
意
味
で
「
か
ら
く
る
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
が
、
唐
様
に
装
飾
す
る
↓
唐

様
の
複
雑
な
木
組
み
に
造
る
、
と
意
味
が
拡
大
化
し
、
や
が
て
「
唐
繰
る
」
と

理
解
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
か
ら
く
り
」
と
名
詞
化
し
て
「
機
械
仕
掛
け
」
の

意
味
が
派
生
し
た
。

　

こ
の
説
を
新
仮
説
の
決
定
案
に
し
た
い
。

七
、
新
仮
説
の
補
説

　

前
掲
新
仮
説
を
補
強
ま
た
は
補
足
す
る
材
料
を
二
点
挙
げ
て
お
く
。

　

①
「
へ
そ
く
り
」
の
語
源
は
「
綜へ

そ

く
麻
繰
る
」
だ
と
い
う（
４
）。「

綜
麻
」
と
は
つ

む
い
だ
糸
を
巻
い
て
環
状
に
し
た
も
の
。
綜
麻
を
繰
っ
て
貯
め
た
お
金
が
「
綜
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「からくり」語源考

で
「
構か
ま
え」

と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、平
安
末
期
に
「
か
ら
く
り
」

と
い
う
言
葉
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
初
め
て

登
場
し
た
用
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
語
が
使
わ
れ
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
時
代
の
知
識
人
が
ど
う
認
識
し
て

い
た
か
と
い
う
意
味
で
、『
名
語
記
』
の
説
は
傾
聴
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
判
断
の
も
と
、「
く
り
」
の
方
は
と
も
か
く
と
し
て
「
か
ら
」
は
い
ち

お
う
「
唐
」
だ
と
し
て
お
く
。

　

ま
た
、『
名
語
記
』
の
表
現
か
ら
、
そ
の
当
時
は
「
か
ら
く
る
」
と
い
う
動

詞
で
あ
り
、
名
詞
「
か
ら
く
り
」
に
先
ん
じ
る
ら
し
い
こ
と
も
わ
か
る
。
各
種

国
語
辞
典
の「
か
ら
く
り
」の
項
に
、「
四
段
活
用
動
詞
カ
ラ
ク
ル
か
ら
」と
か
、

「
カ
ラ
ク
ル
の
連
用
形
か
ら
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
動
詞
の
「
か
ら
く

る
」
が
先
に
あ
っ
た
こ
と
は
定
説
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
問
題
は
「
か
ら
」
の
こ
と
。
大
陸
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る

と
、
当
時
は
南
宋
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
た
時
代
だ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
の
は
、
栄
西
や
道
元
が
宋
に
渡
っ
て
禅
宗
を
学
ん
で
帰
国
し
、
そ
れ
ぞ
れ

臨
済
宗
・
曹
洞
宗
を
開
い
た
こ
と
。
建
築
も
影
響
を
受
け
、
そ
の
様
式
つ
ま
り

禅
宗
様
式
を
「
唐
様
」
と
称
し
て
い
る
。
円
覚
寺
舎
利
殿
が
そ
の
代
表
的
遺
構

で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

五
、「
か
ら
く
り
」
と
唐
様

　

鎌
倉
時
代
の
唐
様
建
築
に
つ
い
て
、『
原
色
日
本
の
美
術
』
第
十
巻
「
禅
寺

と
席
亭
」（
小
学
館
、
一
九
六
七
）
巻
末
の
解
説
「
禅
宗
建
築
の
様
式
」
は
、

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

一
三
世
紀
に
は
い
っ
て
き
た
禅
宗
は
、
教
義
だ
け
で
な
く
、
行
事
作
法
か

ら
建
築
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
の
面
で
宋
風
を
輸
入
し
た
。

　
「
宋
風
」
と
い
う
の
が
す
な
わ
ち
唐
様
の
こ
と
で
あ
る
。
根
拠
と
し
て
栄
西

と
道
元
の
事
例
が
上
げ
ら
れ
、
唐
様
建
築
の
具
体
的
な
特
徴
と
し
て
、
次
の
点

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

貫
や
台
輪
の
先
は
柱
よ
り
出
て
、そ
こ
に
簡
単
な
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
木
鼻
と
い
い
、立
体
的
な
刳
り（
モ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
）を
繰
形（
刳

形
）、側
面
に
描
か
れ
、あ
る
い
は
浅
く
刻
ま
れ
た
渦
な
ど
を
絵
様
と
い
い
、

こ
れ
ら
を
一
括
し
て
絵
様
繰
形
と
い
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、唐
様
の
寺
院
建
築
の
特
徴
の
一
つ
が「
繰
形
」（
刳
形
＝
く
り
が
た
）

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
る
と
、「
唐
様
の
繰
形
」と
い
う
意
味
で「
か
ら
く
り
」

と
言
っ
て
い
た
可
能
性
を
考
え
た
く
な
る
。
繰
形
の
木
鼻
は
軒
下
の
彫
刻
な
の

で
目
に
付
く
と
、
同
書
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
唐
様
の
繰
形
」
を
「
唐
繰
」
と
言
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
唐
様

建
築
の
象
徴
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
唐
様
建
築
の
特
徴
は
、
軒
下

の
組
物
が
整
然
と
し
た
感
じ
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
装
飾
的
で

繊
細
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

実
際
、
円
覚
寺
舎
利
殿
の
内
部
は
か
な
り
複
雑
に
組
ま
れ
て
お
り
、「
か
ら

く
り
」
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
構
造
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

そ
こ
で
、
一
つ
の
仮
説
を
立
て
て
み
る
。

　

鎌
倉
時
代
の
唐
様
の
建
築
様
式
は
、
装
飾
的
で
繊
細
な
組
物
が
ふ
ん
だ
ん
に

施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
象
徴
が
「
宋
風
す
な
わ
ち
唐
様
の
繰
形
」
つ
ま

り「
唐
繰
」だ
っ
た
。「
か
ら
く
り
」と
い
う
語
は
、建
築
用
語
に
と
ど
ま
ら
ず「
細

や
か
で
精
巧
な
し
か
け
」
を
広
く
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
派
生
的
広
が
り
を
見
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達
原
」（
黒
塚
）
な
ど
で
は
、
そ
れ
を
「
枠わ
く
か
せ
わ

桛
輪
」
と
称
し
て
い
る
。「
か
ら
く

り
」
と
は
関
係
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
絡
み
繰
る
」
説
を
正
当
と
認
め
る
た
め
に
は
疑

問
の
余
地
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

三
、「
か
ら
」
が
「
唐
」
で
あ
る
可
能
性

　

前
掲
の
語
源
諸
説
の
⑤
と
⑥
に
は
、
カ
ラ
を
「
韓
」
ま
た
は
「
漢
」
と
考
え

る
説
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
線
も
捨
て
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

い
さ
さ
か
余
談
め
く
が
、
古
代
日
本
に
機
械
文
明
を
伝
え
た
の
は
朝
鮮
半
島

の
国
、高
麗
（
高
句
麗
）
だ
と
す
る
説
が
あ
る（
１
）。

コ
ウ
ラ
イ
は
コ
マ
と
も
読
む
。

狛
犬
の
コ
マ
で
あ
り
、
独
楽
も
高
麗
か
ら
渡
来
し
た
か
ら
コ
マ
と
称
す
る
と
説

く
文
献
が
あ
る（
２
）。

車
輪
の
意
の
コ
マ
、
コ
マ
送
り
の
コ
マ
な
ど
も
、
機
械
に
関

す
る
語
に
コ
マ
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
名
残
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
国
の
名
前
が
文
明
を
表
す
象
徴
的
な
語
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
高
麗
の
み
な
ら
ず
中
国
も
含
め
、
機
械
文
明
が
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
て
き

た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
唐
傘
・
唐
紙
・
唐
草
・
唐
子
・
唐
獅
子
」
な

ど「
カ
ラ
」は
大
陸
伝
来
の
文
化
を
象
徴
す
る
語
で
あ
っ
た
。
唐
の
み
な
ら
ず
、

朝
鮮
半
島
の
国
々
も
ひ
っ
く
る
め
て
「
か
ら
」
と
称
し
て
い
た
。
霧
島
山
の
韓か
ら

国く
に

岳だ
け

の
よ
う
に
、「
韓
」
を
も
「
か
ら
」
と
読
む
例
が
あ
る
。

　
「
か
ら
く
り
」
を
「
機
関
」
と
表
記
し
た
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
語

に
は
機
械
的
な
し
く
み
・
し
か
け
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、「
韓
・

漢
・
唐
」
の
意
で
こ
の
語
に
「
か
ら
」
を
使
っ
た
可
能
性
を
予
測
し
て
考
察
を

進
め
て
み
た
い
。

四
、「
か
ら
く
り
」
の
初
出
と
『
名
語
記
』
の
説

　
　
「
か
ら
く
り
」と
い
う
語
の
初
出
は
、鎌
倉
時
代
の
辞
書『
名み
よ
う
ご
き

語
記
』で
あ
る
。

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

か
ら
く
る
如
何
。
か
ら
は
唐
也
。
く
る
は
、
か
く
れ
る
の
反
。
懸
る
也
。

　
「
か
ら
」
は
「
唐
」
だ
と
説
明
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。「
く
る
」
は
「
か

く
れ
る
の
反
」
だ
と
い
う
。「
反
」
は
「
反
対
」
の
意
で
は
な
く
て
、「
繰
り
返

し
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。「
か
く
れ
る
」
を
繰
り
返
し
発
音
し
て
「
く
る
」

に
な
っ
た
と
言
い
た
い
ら
し
い
。

　

こ
れ
に
口
語
体「
隠
れ
る
」を
当
て
る
の
は
も
ち
ろ
ん
誤
り
。
文
語
体
は「
隠

る
」で
あ
る
。
お
そ
ら
く「
懸か
く

る
」の
未
然
形「
懸
れ
」に
可
能
の
助
動
詞「
る
」

が
付
い
た
形
で
あ
ろ
う（
３
）。
だ
か
ら
、
そ
の
あ
と
に
「
懸
る
也
」
と
あ
る
。
そ
う

す
る
と
、「
懸
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

　
『
名
語
記
』
の
初
稿
本
は
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
に
出
来
て
い
る
。
著
者

は
経
尊
（
素
性
は
不
明
。
僧
侶
か
。
園
城
寺
法
眼
と
し
て
名
の
見
え
る
経
尊
を

当
て
る
説
が
あ
る
）。
当
時
の
通
用
語
を
音
節
数
に
よ
っ
て
分
類
し
た
も
の
を

さ
ら
に
い
ろ
は
順
に
配
列
し
、
問
答
体
で
語
源
説
明
を
加
え
て
い
る
。
全
十
巻

か
ら
成
り
、「
か
ら
く
る
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
第
九
巻
で
あ
る
。

　
「
か
ら
く
り
」
の
用
例
と
し
て
そ
の
次
に
古
い
の
が
室
町
時
代
の
『
文
明
節

用
集
』
だ
か
ら
、『
名
語
記
』
が
格
段
に
早
い
。

　

一
方
、
平
安
末
期
の
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
四
に
、
高か
や
の
み
こ

陽
親
王
（
賀
陽

親
王
）
が
か
ら
く
り
人
形
を
作
っ
た
と
い
う
話
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に

は
「
か
ら
く
り
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。「
か
ら
く
り
」
の
意
味
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一
、
は
じ
め
に

　
「
か
ら
く
り
人
形
」と
か「
か
ら
く
り
眼
鏡
」な
ど
と
用
い
ら
れ
る「
か
ら
く
り
」

と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
語
源
が
明
確
で
な
い
。
い
ち
お
う
の
通
説
は
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
の
諸
説
も
様
々
あ
っ
て
確
定
し
て
い
な
い
。

　

本
稿
は
、
こ
の
語
の
初
出
や
用
例
を
根
本
的
に
洗
い
直
し
て
、
よ
り
確
か
な

新
説
を
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、「
か
ら
く
り
」
の
語
源
諸
説
と
通
説
批
判

　
「
か
ら
く
り
」
の
語
源
に
つ
い
て
、
前
田
富
祺
編
『
日
本
語
源
大
辞
典
』（
小

学
館
、
二
〇
〇
五
）
に
は
次
の
よ
う
な
諸
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

① 

カ
ラ
は
か
ら
ま
く
、
か
ら
み
、
か
ら
め
る
の
カ
ラ
で
巻
く
意
。
ク
リ
は
繰

の
意
〈
嬉
遊
笑
覧
〉。
カ
ラ
ミ
ク
ル
（
絡
繰
）
の
意
か
ら
〈
大
言
海
〉。

　

②
虚
牽
の
義
〈
和
訓
栞
〉。

　

③
カ
ハ
リ
ク
リ
（
変
転
）
の
約
転
〈
言
元
梯
〉。

　

④
カ
ル
ク
リ
（
軽
繰
）
の
転
〈
名
言
通
〉。

　

⑤
カ
ラ
ク
リ
（
漢
繰
）
の
意
〈
夏
山
雑
談
〉。

　

⑥ 

カ
ラ
は
暗
い
こ
と
。
ま
た
、
わ
ざ
の
こ
と
で
、
人
を
く
ら
ま
す
意
。
ま
た

は
妖
術
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
か
ら
カ
ラ
ク
リ（
韓
来
）か〈
和
語
私
臆
鈔
〉。

　

要
す
る
に
、
諸
説
あ
っ
て
定
ま
ら
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

　

各
種
国
語
辞
典
の
類
は
「
か
ら
く
り
」
の
項
目
に
「
絡
繰
・
機
関
」
と
字
を

宛
て
て
立
項
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
用
例
が
あ
る
か
ら
だ
が
、
特
に
「
絡
繰
」

を
宛
て
る
辞
典
が
多
い
こ
と
か
ら
、
ど
う
や
ら
語
源
を
「
絡
み
繰
る
」
と
見
る

立
場
が
一
般
的
ら
し
い
と
推
測
で
き
る
。そ
れ
を
い
ち
お
う
通
説
と
見
て
お
く
。

　

し
か
し
、た
と
え
ば
「
絡
み
取
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、こ
の
語
は
「
か

ら
と
る
」と
か「
か
ら
と
り
」と
い
う
形
に
変
化
し
な
い
。
つ
ま
り
、「
絡
み
繰
る
」

↓
「
か
ら
く
る
」
↓
「
か
ら
く
り
」
と
い
う
語
形
変
化
が
あ
り
う
る
と
い
う
証

明
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
絡
み
繰
る
」
な
ど
と
い
う
用
例
は
、

管
見
で
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

ま
た
、『
新
明
解
古
語
辞
典
』
補
注
版
（
三
省
堂
、
一
九
七
三
）
に
よ
れ
ば
、

「
絡
む
」
は
巻
き
付
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
繰
る
」
は
た
ぐ
り
寄
せ
て

集
め
る
と
い
う
意
味
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
絡
」
と
「
繰
」
の

両
者
を
く
っ
つ
け
て
も
「
か
ら
く
り
」
の
意
味
に
は
な
ら
な
い
道
理
で
あ
る
。

　

糸
を
た
ぐ
り
寄
せ
て
巻
き
付
け
る
の
は
糸
巻
き
車
で
あ
ろ
う
が
、
謡
曲
「
安

「
か
ら
く
り
」
語
源
考

林　

和
利


