
竜
王
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立
へ

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

皆
様
に
は
、
輝
か
し
い
新
春
を
お
迎

え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

　

平
素
は
観
光
協
会
の
事
業
運
営
に
対

し
格
別
の
ご
支
援
ご
協
力
を
賜
り
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
終
息
も
中
々
見
え
ず
、
竜
王
町

の
伝
統
的
な
祭
り
も
規
模
を
縮
小
、
ま

た
は
神
事
の
み
の
催
行
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
昨
年
十
二
月
竜
王
町
山

之
上
に
伝
わ
る
「
ケ
ン
ケ
ト
祭
り
長
刀

振
り
」
を
含
む
、
全
国
各
地
で
伝
承
さ

れ
て
き
た
民
俗
芸
能
「
風
流
踊
」
が
、

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ

れ
た
こ
と
は
大
変
喜
ば
し
い
ニ
ュ
ー
ス

で
あ
り
、
今
後
の
文
化
継
承
の
大
き
な

力
と
な
り
ま
し
た
。

　

毎
年
、
町
内
外
オ
ー
ナ
ー
の
方
々

の
ご
協
力
で
、
植
え
て
い
た
だ
い
て

い
る
道
の
駅
ア
グ
リ
パ
ー
ク
竜
王
の

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
大
変

評
判
を
得
て
い
ま
す
。「
＃
近
江
百

景
を
作
ろ
う
」
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

二
〇
二
二
春
の
投
票
に
て
約
三
千
三
百

画
像
中
、
同
百
景
の
第
五
番
に
選
ば
れ

ま
し
た
。
こ
れ
は
訪
れ
た
人
が
見
事
に

咲
い
た
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
に
感
動
し
て
Ｓ

Ｎ
Ｓ
に
投
稿
さ
れ
た
も
の
で
、
コ
ロ
ナ

禍
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
く
の
方
々
が

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
畑
に
訪
れ
、
道
の
駅
も

大
変
賑
わ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　

心
に
残
る
景
観
を
整
え
る
こ
と
で
多

く
の
人
が
観
光
に
訪
れ
竜
王
町
で
買
い

物
を
し
て
ゆ
く
と
い
う
、「
花
」
は
人

の
購
買
行
動
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る

も
の
で
、
ま
さ
に
正
の
ス
パ
イ
ラ
ル
を

呼
ぶ
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
二
年
よ
り
研
究
会
を
立

ち
上
げ
取
り
組
ん
で
参
り
ま
し
た
「
竜

王
環
境
王
国
」
が
、
昨
年
十
二
月
に
長

野
県
小
諸
市
で
開
催
さ
れ
た
米
・
食
味

分
析
鑑
定
コ
ン
ク
ー
ル
国
際
大
会
の
会

場
に
て
認
定
さ
れ
、
環
境
に
取
り
組
む

ま
ち
・
竜
王
ブ
ラ
ン
ド
確
立
へ
の
第
一

歩
と
な
り
ま
し
た
。

　
「
竜
王
環
境
王
国
」
は
、
豊
か
な
自

然
と
美
し
い
景
観
、
美
田
を
守
り
、
人

の
心
を
豊
か
に
す
る
環
境
づ
く
り
を
目

指
し
て
お
り
、
農
畜
産
林
業
だ
け
で
な

く
商
工
業
も
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む

べ
き
と
考
え
ま
す
。

　

環
境
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
で
、

人
々
の
信
頼
と
評
価
が
得
ら
れ
、
竜
王

町
産
全
て
の
農
産
品
や
特
産
品
の
「
竜

王
ブ
ラ
ン
ド
」
の
確
立
、
ひ
い
て
は
竜

王
町
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
繋
が

る
と
考
え
ま
す
。

　

今
年
も
よ
り
一
層
の
積
極
的
な
情
報

発
信
と
誘
客
に
取
り
組
ん
で
参
り
た
い

と
存
じ
ま
す
。
ど
う
か
皆
様
の
ご
支
援

ご
協
力
を
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

　

結
び
に
、
皆
さ
ま
の
ご
健
勝
と
ご
多

幸
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
年
頭
の
ご
あ

い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

竜
王
町
観
光
協
会邑　

地
　
礼
　
子

副
会
長
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私
た
ち
の
子
供
の
頃
は「
昔
」が
沢
山
残
っ

て
い
て
、
遊
び
か
ら
家
事
の
中
の
役
割
と
字

の
行
事
な
ど
を
通
し
て
知
恵
・
知
識
を
身
に

つ
け
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

大
人
は
、
勤
め
に
出
る
人
は
僅
か
で
、
殆

ど
農
家
・
自
営
業
と
し
て
集
落
内
で
仕
事
を

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
農
家
で
あ
っ
た
実
家
で

は
、
農
作
業
の
出
来
な
い
雨
降
り
な
ど
、
あ

ち
こ
ち
お
互
い
の
家
を
行
き
来
し
て
お
茶
を

飲
み
な
が
ら
、
時
お
り
地
元
の
歴
史
や
文
化

も
話
題
に
し
な
が
ら
時
間
を
過
ご
し
て
い
ま

し
た
。
私
は
、
そ
の
話
を
傍
で
聞
き
な
が
ら
、

好
奇
心
を
掻
き
立
て
ら
れ
、
想
像
を
し
、
質

問
も
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
を
思
い
出
す
と

「
も
の
知
り
お
じ
さ
ん
」が
あ
れ
ほ
ど
多
か
っ

た
の
は
凄
い
と
感
心
し
、
伝
承
の
大
切
さ
を

改
め
て
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
物
心
が
つ
い
た

時
か
ら
家
族
・
地
域
の
連
帯
感
を
持
た
せ
る

生
活
習
慣
が
定
着
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

毎
日
、
学
校
か
ら
帰
る
と
友
達
が
集
ま
っ

て
集
落
内
は
子
供
の
声
で
一
杯
。
上
級
生
か

ら
い
い
事
も
そ
う
で
な
い
事
も
教
え
ら
れ
、

沢
山
の
遊
び
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
身
に
付
き
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
大
人
に
な
っ

て
か
ら
の
仕
事
に
も
役
立
ち
ま
し
た
。
こ
う

い
っ
た
環
境
に
育
っ
て
こ
そ
地
域
へ
の
誇

り
・
愛
着
が
身
に
つ
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

か
つ
て
山
之
上
は
、
戦
略
・
戦
術
的
に
軍

事
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

地
名
に
も
武
士
ケ
谷
・
菖
蒲
（
尚
武
）
谷
・

切
倒
・
馬
駆
け
馬
場
・
隠
れ
ケ
谷
・
獅
子
垣

（
防
壁
）
な
ど
戦
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
多

く
残
っ
て
い
ま
す
。

　

杉
之
木
神
社
（
牛
頭
天
王
を
お
祀
り
し
て

い
る
）
の
ケ
ン
ケ
ト
祭
り
も
「
敵
中
で
の
行

軍
」
を
表
し
、
襲
撃
を
跳
ね
返
し
な
が
ら
進

む
様
子
で
、最
後
に
披
露
す
る
「
仕
舞
振
り
」

は
「
戦
果
」
を
上
げ
た
そ
の
戦
い
ぶ
り
を
神

に
報
告
す
る
様
子
を
表
し
て
お
り
ま
す
。
昔

か
ら
喧
嘩
祭
り
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
怪
我

人
も
出
る
有
様
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
事
前

に
無
事
役
目
が
果
た
せ
る
よ
う
に
日
野
川
で

の
「
水
行
」
で
体
を
清
め
、
食
事
は
精
進
料

理
と
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
一
緒
に
祭
り
を
行
う
隣
の
東
近
江

市
宮
川
町
の
踊
り
は
、
日
本
舞
踊
の
原
点
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
宮
川
と
は
、
七

月
の
「
い
も
ち
送
り
」
で
松
明
を
持
っ
て
水

田
を
廻
っ
た
後
、
双
方
の
子
供
が
境
界
に
あ

山
之
上
の
言
い
伝
え
と
体
験

る
川
で
対
峙
、「
戦
闘
開
始
！
」
の
合
図
で

石
合
戦
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
親
も

公
認
で
、
今
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

今
一
つ
は
「
す
き
焼
き
の
発
祥
地
」
で
あ

り
ま
す
。
牛
車
（
ぎ
っ
し
ゃ
）
か
ら
農
耕
な

ど
の
使
役
の
た
め
に
伊
賀
、
甲
賀
、
蒲
生
に

牛
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
蒲
生
は
、
餌
と
な

る
穀
物
や
草
な
ど
も
豊
富
に
あ
り
、
比
較
的

坂
も
緩
や
か
で
、
他
に
比
べ
る
と
脂
も
乗
り

美
味
だ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
蒲
生
野
は
狩
場

と
し
て
皇
族
や
貴
族
の
交
流
の
場
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
食
事
は
、
さ
ら
に
美

味
し
く
と
の
努
力
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

仏
教
が
広
が
る
に
つ
れ
て
四
足
の
動
物
を

食
べ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
各
地
で
工
夫
し
て
食
べ
て
い
た
よ
う
で

す
。
兎
は
一
羽
二
羽
と
数
え
、
イ
ノ
シ
シ
は

山
ク
ジ
ラ
と
称
し
て
食
べ
て
い
た
こ
と
は
有

名
で
す
。
他
に
も
夫
々
知
恵
を
絞
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
山
之
上
で
も
万
一
に
備
え

て
言
い
訳
が
で
き
る
よ
う
「
牛
三
昧
」
と
い

う
と
こ
ろ
を
造
っ
て
牛
の
骨
や
皮
の
形
を
整

え
て
埋
葬
し
て
い
ま
し
た
。
す
き
焼
き
は
御

馳
走
で
す
が
、
鍋
な
ど
の
食
器
を
使
わ
ず

「
か
ら
鋤
」
の
広
い
刃
を
使
っ
て
焼
い
た
た

め
に
「
鋤
焼
き
」
と
呼
び
、
さ
ら
に
用
心
し

て
肉
の
焼
け
る
音
を
表
す「
じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
」

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
尾
張
藩
に

属
し
て
お
り
、
藩
か
ら
時
々
訪
れ
る
役
人
を

「
じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
」
で
接
待
し
、
様
々
な
規

制
を
緩
め
て
貰
い
、
実
質
年
貢
（「
縄
伸
び
」

で
面
積
が
広
い
）
を
ま
け
て
貰
っ
て
い
ま
し

た
。

　

さ
ら
に
よ
り
美
味
し
い
も
の
を
と
元
牛
の

選
び
方
、
飼
料
、
日
常
の
手
入
れ
な
ど
の
工

夫
・
改
良
を
重
ね
、
山
之
上
住
民
同
士
で
情

報
交
換
し
な
が
ら
数
百
年
、
厩
も
常
に
家
族

の
目
が
届
く
玄
関
近
く
に
設
け
、
よ
り
良
い

牛
肉
作
り
を
目
指
し
ま
し
た
。

　

明
治
に
入
り
、
外
国
人
も
増
え
一
般
的
に

日
本
の
牛
肉
の
量
・
質
共
に
不
満
が
高
ま
り

ま
し
た
。
要
望
に
よ
り
政
府
が
対
策
に
乗
り

出
し
た
時
、
山
之
上
の
竹
中
久
二
氏
が
手
を

挙
げ
要
望
に
応
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
郷
土

料
理
で
あ
る
す
き
焼
き
を
振
る
舞
っ
た
と
こ

ろ
絶
賛
さ
れ
、鍋
を
使
っ
た
「
牛
鍋
の
米
久
」

を
開
業
し
成
功
を
収
め
ま
し
た
。

　

竜
王
町
、
そ
し
て
蒲
生
野
は
地
名
に
も

残
っ
て
い
る
よ
う
に
数
多
く
の
発
祥
地
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
歴
史
・
文
化
を
生
か
す
こ
と

で
町
の
将
来
展
望
を
開
き
た
い
も
の
で
す
。

杼木　捨蔵 氏

竜王町歴史倶楽部                                                      

（山之上）
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シ
リ
ー
ズ
ふ
る
さ
と
探
訪
62

法
隆
寺
随
想
　
～
雪
野
寺
童
子
塑
像
の
源
流
を
訪
ね
て
～

山
本
　
茂 

氏 

（
美
松
台
）

を
降
り
る
と
班
別
行
動
。
私
達
の
班
に
つ
い

た
ガ
イ
ド
さ
ん
は
、
小
柄
で
元
気
な
女
性
。

南
大
門
を
前
に
、
歯
切
れ
の
よ
い
丁
寧
な
解

説
が
始
ま
っ
た
。

　

創
建
時
の
法
隆
寺
は
六
七
〇
年
に
火
災
で

焼
失
し
、
今
の
伽
藍
は
七
一
一
年
ご
ろ
再
建

さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
南
大
門
を
く
ぐ
り
正

面
に
見
え
る
の
が
中
門
。
門
を
守
護
す
る
二

駆
の
金
剛
力
士
像
が
眼
光
鋭
く
鎮
座
す
る
。

通
用
口
を
入
る
と
伽
藍
を
囲
ん
だ
回
廊
が

あ
っ
た
。
見
る
と
柱
の
中
央
に
膨
ら
み
が
あ

る
。
エ
ン
タ
シ
ス
！
中
学
時
代
に
学
ん
だ
古

代
ギ
リ
シ
ャ
様
式
で
あ
る
。

　

境
内
の
左
手
に
は
五
重
塔
。
高
さ
約
三
一�

・
五
ｍ
、
七
月
の
青
空
を
背
景
に
塔
の
高
さ

を
感
じ
る
。
そ
れ
は
初
重
の
屋
根
か
ら
五
重

の
屋
根
ま
で
の
大
き
さ
の
逓
減
率
を
大
き
く

し
、
塔
を
先
細
く
見
せ
て
い
る
た
め
だ
。
塔

内
見
学
は
網
目
越
し
外
か
ら
の
拝
観
。
中
は

暗
く
位
置
関
係
は
分
か
る
が
詳
細
は
見
え
な

い
。
ガ
イ
ド
さ
ん
が
、
手
持
ち
の
拡
大
写
真

を
見
せ
な
が
ら
四
面
に
展
開
す
る
塑
像
群
の

場
面
説
明
を
し
て
く
れ
た
。
釈
迦
に
関
す
る

四
つ
の
説
話
に
由
来
す
る
場
面
（
東
面
・
文

殊
菩
薩
と
維
摩
居
士
、
西
面
・
分
舎
利
、
南

面
・
弥
勒
浄
土
、
北
面
・
釈
迦
の
涅
槃
）
で

あ
っ
た
。
塑
像
は
暗
が
り
の
向
こ
う
で
ぼ
ん

や
り
見
え
る
が
表
情
ま
で
は
わ
か
ら
ず
、
楽

し
み
に
し
て
い
た
童
子
の
像
は
見
つ
け
ら
れ

な
か
っ
た
。

　

次
に
金
堂
の
見
学
。
外
観
は
卍
崩
し
の
高

欄
な
ど
、
飛
鳥
時
代
の
様
式
を
よ
く
反
映
し

た
ど
っ
し
り
と
風
格
が
あ
り
、
四
隅
の
柱
に

据
え
つ
け
ら
れ
た
昇
り
龍
と
下
り
龍
が
華
を

添
え
て
い
る
。
堂
内
は
法
隆
寺
の
本
尊
で
あ

る
釈
迦
如
来
、
薬
師
如
来
、
阿
弥
陀
如
来
の

釈
迦
三
尊
が
鎮
座
。
見
上
げ
れ
ば
、
天
人
と

鳳
凰
が
飛
び
交
う
天
蓋
が
吊
さ
れ
て
い
た
。

ふ
と
仏
前
の
供
花
が
眼
に
入
っ
た
。
何
の

木
？
思
わ
ず
口
に
出
て
し
ま
う
。
背
後
か
ら

「
ヒ
バ
の
木
か
な
？
」
と
返
事
が
。
元
公
民

館
長
さ
ん
だ
。
一
同
が
堂
外
へ
出
る
と
同
じ

樹
木
が
立
っ
て
い
た
。
元
公
民
館
長
さ
ん
は

「
あ
れ
は
同
じ
種
類
の
コ
ノ
テ
ガ
シ
ワ
。
葉

が
、
幼
い
児
の
手
の
広
げ
た
形
な
ん
や
」
と

説
明
さ
れ
る
。
す
る
と
傍
に
居
た
ガ
イ
ド
さ

ん
が
真
剣
な
面
持
ち
で「
ど
ん
な
字
で
す
か
」

と
問
い
、
す
ば
や
く
ノ
ー
ト
の
紙
面
い
っ
ぱ

い
に
「
児
の
手
柏
」
と
書
い
た
。
そ
の
素
直

で
真
摯
な
態
度
に
、
会
員
の
方
と
私
は
目
を

見
合
わ
せ
、
感
心
し
き
り
で
あ
っ
た
。
き
っ

と
良
い
ガ
イ
ド
に
な
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

次
の
大
宝
蔵
院
に
は
、
法
隆
寺
に
伝
来
し

た
重
要
な
仏
像
や
物
品
が
納
め
ら
れ
て
い

た
。
百
済
観
音
像
は
、
高
さ
二
〇
九
・
四
㎝

の
ス
ラ
リ
と
し
た
素
朴
な
お
顔
の
観
音
菩

薩
。
作
者
や
制
作
し
た
目
的
も
不
明
だ
が
飛

鳥
時
代
に
制
作
さ
れ
た
ら
し
い
。

　

こ
の
後
、
一
行
は
夢
殿
の
外
観
を
愛
で
、

中
宮
寺
で
は
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
の

如
意
輪
観
音
に
感
嘆
す
る
。
先
ほ
ど
の
エ
ン

タ
シ
ス
・
百
済
観
音
と
重
ね
合
わ
せ
、
ま
る

で
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
の
香
り
溢
れ
る
ひ
と
時

で
あ
っ
た
。

　

最
後
は
バ
ス
で
法
輪
寺
へ
。
こ
こ
で
住
職

と
ガ
イ
ド
さ
ん
の
長
老
よ
り
塔
の
再
建
話
を

拝
聴
、
あ
の
法
隆
寺
・
宮
大
工
、
西
岡
常
一

棟
梁
の
い
き
ざ
ま
を
偲
ん
だ
。
バ
ス
は
斑
鳩

の
里
を
後
に
帰
路
に
つ
い
た
。

　

研
修
の
日
か
ら
百
日
過
ぎ
た
今
、
振
り
返

る
。
千
三
百
年
の
長
き
に
わ
た
り
法
隆
寺
が

往
時
そ
の
ま
ま
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
自

体
、
も
は
や
奇
跡
に
近
い
。
そ
れ
を
可
能
に

し
た
の
は
、
木
造
の
建
物
を
絶
え
ず
修
復
・

維
持
す
る
技
術
に
加
え
、
太
子
信
仰
の
よ
う

に
、
寺
を
大
切
に
守
り
続
け
る
人
々
に
よ
っ

て
こ
そ
、
今
も
生
き
続
け
て
い
る
。
そ
し
て

今
更
な
が
ら
気
づ
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
、
あ

の
雪
野
寺
の
童
子
塑
像
や
百
済
観
音
像
、
中

宮
寺
の
如
意
輪
観
音
像
、
コ
ノ
テ
ガ
シ
ワ
を

見
る
ガ
イ
ド
さ
ん
の
振
舞
こ
そ「
素
直
な
心
」

か
ら
生
ま
れ
た
表
現
、
表
情
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
！
素
直
さ
の
現
身
（
う
つ
し
み
）
で

あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

川
守
の
妹
背
の
里
に
町
内
の
歴
史
文
化
財

を
展
示
し
た
資
料
館
が
あ
る
。
雪
野
寺
（
龍

王
寺
の
前
身
）
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
童
子
の

塑
像
（
レ
プ
リ
カ
）
が
あ
っ
た
。
か
の
随
筆

家
で
美
の
探
求
者
と
し
て
著
名
な
白
洲
正
子

が
、
著
書
「
近
江
山
河
抄
」
の
中
で
、
塑
像

は
白
鳳
期
の
作
で
あ
り
後
の
天
平
期
の
も
の

に
比
べ
、
美
し
く
ピ
ュ
ア
で
あ
る
と
賞
賛
し

て
い
た
。
私
は
長
ら
く
こ
の
美
し
さ
の
差
が

気
に
な
り
、
現
存
す
る
法
隆
寺
の
塑
像
群
と

比
較
鑑
賞
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
こ
の
拙

文
は
縁
あ
っ
て
歴
史
倶
楽
部
の
例
会
に
参
加

し
た
法
隆
寺
周
辺
の
現
地
研
修
・
随
想
録
で

あ
る
。

　

バ
ス
は
名
神
竜
王
イ
ン
タ
ー
を
西
進
し
、

第
二
京
阪
道
を
経
て
近
畿
道
に
入
り
、
大
阪

平
野
を
南
下
し
て
、
八
尾
市
付
近
を
走
っ
て

い
る
。
こ
こ
は
飛
鳥
時
代
、
河
内
国
渋
川
郡

と
呼
ば
れ
、排
仏
派
・
物
部
氏
の
所
領
で
あ
っ

た
。
仏
教
推
進
派
の
蘇
我
氏
と
の
対
立
が
深

ま
り
五
八
七
年
、
世
に
い
う
丁
未
の
乱
が
勃

発
す
る
。
蘇
我
氏
一
族
と
厩
戸
皇
子
（
聖
徳

太
子
）ら
は
物
部
守
屋
の
館
を
三
回
襲
撃
し
、

撃
退
さ
れ
た
。
皇
子
は
四
天
王
像
を
彫
り
、

戦
勝
祈
願
を
行
い
戦
う
と
、
遂
に
物
部
守
屋

を
破
り
一
族
を
滅
ぼ
し
た
。
後
に
太
子
は
ご

加
護
に
感
謝
し
、
摂
津
国
難
波
に
四
天
王
寺

を
建
立
し
た
と
い
う
。
バ
ス
は
そ
の
後
、
西

名
阪
道
に
入
り
、
法
隆
寺
イ
ン
タ
ー
を
降
り

る
と
斑
鳩
の
町
、
法
隆
寺
に
着
い
た
。
バ
ス

雪野山童子塑像
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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
年
は
色
々
と
お
世
話
に
な
り

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
本
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

令
和
五
年
も
幕
が
開
き
、
早
二
週
間
余
り
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
昨
年

か
ら
本
格
稼
働
し
ま
し
た
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
事
業
も
今
年
一
年
で
終
了
し
ま

す
。
今
年
は
、
地
元
の
竜
王
観
音
禅
寺
で
二
月
二
十
三
日（
祝
）か
ら
三
月
二
十
六

日（
日
）ま
で
御
本
尊
の
秘
仏
十
一
面
観
世
音
菩
薩
の
大
開
帳
法
要
が
営
ま
れ
ま
す
。

最
終
日
の
結
願
法
要
で
は
、
舞
楽
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。
観
光
協
会
も
聖
徳
太
子
御

作
と
伝
わ
る
五
箇
所
の
ゆ
か
り
の
仏
像
を
巡
る
ツ
ア
ー
の
参
加
者
を
募
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
と
な
い
機
会
で
す
。
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
末
よ
り
滋
賀
県
下
の
観
光
協
会
が
滋
賀
の
魅
力
を
存
分
に
発
揮
で
き
る
体

験
コ
ン
テ
ン
ツ
の
造
成
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
販
売
が
本
格
化
し
ま
す
。
観
光
協
会
で
は
、

既
に
三
件
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
造
成
し
販
売
準
備
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
あ
ら
ゆ
る

事
業
を
工
夫
し
魅
力
あ
る
体
験
コ
ン
テ
ン
ツ
に
仕
立
て
上
げ
販
売
を
目
指
し
ま
す
。

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�

（
観
光
協
会　

事
務
局
）

今
後
の
観
光
協
会
イ
ベ
ン
ト

び
わ
湖
の
ひ
な
人
形
め
ぐ
り

　

二
月
四
日（
土
）よ
り

�

三
月
三
十
一
日（
金
）

　

�

竜
王
町
公
民
館
、
ア
グ
リ
パ
ー
ク

竜
王
、
竜
王
か
が
み
の
里
、
岡
喜

本
店
、
毛
利
志
満
本
店
、
苗
村
神

社
、
竜
王
観
音
禅
寺

大
開
帳
前
夜
祭

　

�

二
月
十
九
日（
日
）午
後
二
時
よ
り

　

竜
王
町
公
民
館
大
ホ
ー
ル

　

�

太
鼓
演
奏
、
講
談
、
住
職
の
講
話

観
音
禅
寺　

夜
間
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

　

�

二
月
二
十
日（
月
）～

�

三
月
二
十
六
日（
日
）

観
音
禅
寺　

秘
仏
御
本
尊　

大
開
帳

　

�

二
月
二
十
三
日（
祝
）～

�

三
月
二
十
六
日（
日
）

観
音
禅
寺

　

三
月
二
十
六
日（
日
）　

午
後
よ
り

　

結
願
法
要　

舞
楽
奉
納

竜
王
の
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
仏
像�

め
ぐ
り
ツ
ア
ー

　

�

三
月
二
十
六
日（
日
）

　

午
前
八
時
三
十
分
よ
り

　

�

弓
削
、
須
恵
、
駕
輿
丁
、
岡
屋
、

観
音
禅
寺

鏡
の
里
元
服
式

　

�

三
月
十
二
日（
日
）

　

午
前
八
時
三
十
分
よ
り

　

�

鏡
神
社
、道
の
駅
竜
王
か
が
み
の
里

　

聖
徳
太
子
薨こ
う

去き
ょ

一
四
〇
〇
年
を
記

念
す
る
多
く
の
催

し
が
昨
年
よ
り
全

国
で
行
わ
れ
て
い

る
中
、
聖
徳
太
子

の
文
化
や
伝
説
が
全
国
で
最
も
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る

東
近
江
地
域
で
は
、東
近
江
市
、近
江
八
幡
市
、日
野
町
、

竜
王
町
の
二
市
二
町
の
行
政
や
社
寺
、
商
工
会
、
観
光

協
会
が
と
も
に
手
を
携
え
、「
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年

悠
久
の
近
江
魅
力
再
発
見
委
員
会
」
を
発
足
し
、
様
々

な
取
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ
ル
、
フ
ォ
ト
ロ
ゲ
イ
ニ
ン
グ
、
聖

徳
太
子
江
州
音
頭
、
創
作
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
、
寺
社
巡
り
、

秘
仏
や
文
化
財
な
ど
の
特
別
公
開
、
期
間
限
定
特
別
御

朱
印
の
授
与
な
ど
、
既
に
ご
存
じ
の
方
も
多
い
こ
と
で

し
ょ
う
。
今
後
も
色
ん
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
い
ま

す
。
今
年
十
二
月
三
日（
日
）に
こ
の
事
業
は
ク
ロ
ー

ジ
ン
グ
し
ま
す
が
、
歴
史
を
伝
え
る
社
寺
は
、
次
の

一
〇
〇
〇
年
に
向
け
、
さ
ら
な
る
展
開
を
目
指
し
、
既

に
準
備
を
始
め
て
い
ま
す
。

　

加
盟
社
寺
は
、
東
近
江
市
の
太
郎
坊
宮
、
百
済
寺
、

瓦
屋
禅
寺
、
石
馬
寺
、
市
神
神
社
、
近
江
八
幡
市
の
観

音
正
寺
、
長
命
寺
、
長
光
寺
、
願
成
就
寺
、
日
野
町
の

正
明
寺
、
竜
王
町
の
観
音
禅
寺
。
太
子
ゆ
か
り
の
社
寺

は
滋
賀
県
全
体
で
二
七
〇
ヶ
所
を
超
え
、
こ
の
十
一
社

寺
が
必
ず
し
も
近
江
の
太
子
伝
説
を
代
表
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
回
、「
近
江
聖
徳
太
子
霊
跡
」

と
し
て
不
思
議
な
縁
で
結
ば
れ
ま
し
た
。

　

ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
の
こ
の
取
組
み
は
、
地
域
住
民
に
地

域
へ
の
誇
り
や
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と

い
う
願
い
の
も
と
、
東
近
江
の
地
が
太
子
と
深
い
関
わ

り
を
持
ち
な
が
ら
多
く
の
文
化
を
育
み
、
人
び
と
の
生

活
を
支
え
て
き
た
と
い
う
、
地
元
の
歴
史
を
改
め
て
知

る
と
と
も
に
、
そ
の
魅
力
を
内
外
に
発
信
し
、
地
域
の

産
業
や
観
光
事
業
な
ど
が
振
興
、
発
展
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
太
子
の
名
を
冠
し
た
商
品
開
発
や

持
続
可
能
な
企
画
な
ど
、
皆
さ
ま
の
積
極
的
な
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

聖
徳
太
子
は
渡
来
人
を
通
じ
て
大
陸
の
木
工
、建
築
、

石
工
、
潅
漑
、
治
水
、
兵
法
、
天
文
学
、
暦
、
占
い
な

ど
、
当
時
の
最
先
端
技
術
を
日
本
に
伝
え
ま
し
た
。
そ

の
舞
台
が
、
こ
こ
東
近
江
な
の
で
す
。

　

竜
王
町
で
は
、
牟む

禮れ

山ざ
ん

の
法
満
寺
と
鏡
山
の
雲
冠
寺

が
聖
徳
太
子
の
開
い
た
お
寺
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
両
寺
と
も
戦
国
期
に
廃
寺
と
な
り
ま
し
た
が
、
法

満
寺
の
別
院
で
あ
っ
た
小
口
の
観
音
禅
寺
は
、
聖
徳
太

子
御
作
の
十
一
面
観
音
像
を
本
尊
と
し
て
伝
え
て
お

り
、
こ
の
ほ
ど
特
別
に
大
開
帳
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

二
月
二
十
日（
月
）か
ら
三
月
二
十
六
日（
日
）ま
で
夜

間
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
行
い
ま
す
。
二
月
二
十
三
日（
祝
）

に
は
十
一
社
寺
の
宮
司
・
住
職
が
観
音
禅
寺
で
法
要
を

行
い
、
最
終
日
の
三
月
二
十
六
日（
日
）に
は
女
人
舞
楽

が
奉
納
さ
れ
ま
す
（
一
日
二
回
、
夜
は
篝
火
の
も
と
幻

想
的
な
舞
い
が
ご
覧
戴
け
ま
す
）。
聖
徳
太
子
が
物
部

守
屋
と
戦
っ
た
時
に
奏
し
、「
舎
毛
の
音
」
が
勝
利
を

告
げ
た
と
い
う
陪ば

い

臚ろ

と
、
万
葉
衣
裳
で
舞
う
柳り
ゅ
う

花か

苑え
ん

が

奉
納
さ
れ
ま
す
。

【�

一
月
二
十
日（
金
）】
回
向
柱
開
眼
法
要
。

【�

二
月
二
十
三
日（
祝
）】
髙
祖
聖
徳
太
子
・
開
基

　

良ろ
う

弁べ
ん

僧
正
御
聖
忌
な
ら
び
に
秘
仏
開
扉
法
要
。

【
三
月
一
日（
水
）】
中
日
法
要
。

【�

三
月
二
十
六
日（
日
）】
結
願
法
要
。
舞
楽
奉
納
。

竜
王
観
音
禅
寺

吉田　叡禮 氏
住職
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