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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
所
蔵
す
る
国
文
学
関
係
の
資
料
の
内
か
ら
、
紹
介
に
足
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
ん
で
、
図
版
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
本
来
の
趣
旨
か
ら
は
、
最
初
に
図
版
を
示
す
べ
き
で
あ
る
が
、
便
宜
上
、
末
尾
に
一
括
し
て
掲
げ
た
）
。
表
題
の

名
称
は
、
稿
者
の
室
号
に
因
む
も
の
で
あ
る
が
、
所
蔵
品
は
私
個
人
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
書
家
で
も
あ
る
配
偶
者
と
の
共
同
所
有
物

で
も
あ
る
の
で
、
単
に
架
蔵
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
幾
許
か
の
躊
躇
い
も
存
す
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
仮
称
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
研
究
材
料
と
し
て
と
い
う
よ
り
は
、
日
本
の
文
化
と
し
て
の
書
や
書
物
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
満
た
す
た
め
の
蒐
集
で
あ
り
、

古
い
珍
し
い
も
の
、
美
し
い
も
の
に
対
す
る
所
有
欲
（
手
元
に
置
い
て
眺
め
た
い
と
い
う
）
に
よ
る
所
蔵
品
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
で
も

中
に
は
長
く
死
蔵
す
べ
き
で
は
な
い
資
料
も
少
な
か
ら
ず
存
す
る
の
で
、
機
会
を
い
た
ゞ
い
て
こ
ゝ
に
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
蒐
集
自

女
子
大
國
お　

第
百
六
十
九
号　

令
和
三
年
九
月
三
十
日
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体
は
多
岐
に
亙
る
が
、
中
で
も
中
心
を
成
す
の
が
古
筆
切
を
含
む
手
跡
資
料
な
の
で
、
先
ず
は
そ
こ
か
ら
手
を
付
け
る
こ
と
ゝ
し
た
。

　

今
回
は
そ
の
内
、
中
世
期
成
立
の
私
撰
集
を
書
写
内
容
と
す
る
古
筆
切
を
選
ん
で
、
若
干
数
を
紹
介
す
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
図
版
と

そ
の
正
確
な
書
誌
的
情
報
を
記
せ
ば
充
分
で
あ
る
が
、
私
に
拙
い
論
考
を
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
ゞ
い
た
。
見
及
ば
な
い
資
料
や
論
考
の

見
落
と
し
、
失
考
な
ど
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
広
く
批
正
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

１
、
伝
世
尊
寺
行
尹
筆
四
半
切
（
新
撰
和
歌
六
帖
）

　

未
装
の
断
簡
で
、
極
札
は
付
属
せ
ず
、
図
版
①
に
見
る
よ
う
な
小
札
（
二
・
四
×
〇
・
九
㎝
、
や
ゝ
青
み
が
ゝ
っ
た
料
紙
に
金
箔
・
金

泥
下
絵
）
に
「
行
尹
」
と
あ
る
。
料

）
1
（

紙
は
楮
紙
、
二
一
・
五
×
九
・
二
㎝
（
字

）
2
（

高
一
八
・
六
㎝
）
で
、
元
は
小
振
り
な
四
半
形
の
冊
子
本
で

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
裏

）
3
（

書
等
は
な
い
。
和
歌
二
行
書
、
一
面
六
行
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
横
幅
が
切
断
さ
れ
て
三
分
の
二
程
度
の
寸

法
に
な
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
の
で
、
元
は
一
面
九
行
程
度
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
書
写
年
代
は
鎌
倉
末
～
南
北
朝
期
頃
。
ツ
レ

は
現
在
の
と
こ
ろ
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。
世
尊
寺
行
尹
の
真
筆
と
さ
れ
る
七
社
切
と
は
別
筆
で
、
単
な
る
伝
称
筆
者
に
と
ゞ
ま
る
が
、

年
代
的
に
は
ほ
ゞ
同
時
代
の
書
写
と
見
做
さ
れ
る
。
や
ゝ
粘
り
の
あ
る
世
尊
寺
流
の
書
風
か
ら
、
行
尹
の
名
が
充
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

各
種
名
葉
集
類
の
「
行
尹
」
条
に
、
本
切
に
該
当
す
る
記
載
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

内
容
は
、
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
の
第
五
帖
「
ふ
せ
り
」
題
の
第
四
首
か
ら
「
あ
か
月
に
お
く
」
題
の
第
一
首
上
句
（
一
四
〇
九
～

一
四
一
一
上
句
）
で
、
順
に
信
実
・
光
俊
・
家
良
の
詠
に
当
た
る
。
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
を
書
写
内
容
と
す
る
古
筆
切
は
少
な
く
、
有
名
な

伝
藤
原
為
家
筆
大
原
切
の
他
、
伝
源
頼
政
筆
六
半
切
が
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
り
、
書
写
年
代
は
そ
れ
ら
よ
り
は
下
る
も
の
ゝ
、
こ
ゝ
に
も

う
一
種
を
加
え
る
こ
と
に
も
、
幾
許
か
の
意
義
は
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
図
版
①
に
見
る
よ
う
に
、
大
原
切
に
見
ら
れ
る
各
詠
者
の
相

互
評
価
を
示
す
合
点
は
認
め
ら
れ
ず
、
新
編
国
歌
大
観
所
収
本
文
と
の
異
同
も
な
い
。
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あ
な
か
ち
に
か
た
み
に
袖
を
か
さ
ね
つ
ゝ

あ
か
ぬ
よ
こ
と
は
す
き
ま
た
に
な
し

を
の
つ
か
ら
た
ま
く
ら
は
つ
し
ね
な
を
れ
は

わ
れ
お
も
は
す
と
い
も
む
つ
け
た
り

　
　

あ
か
月
に
を
く

あ
か
つ
き
の
ゆ
ふ
つ
け
と
り
も
つ
ら
か
ら
す

　
　
　
　
　

２
、
伝
藤
原
家
隆
筆
四
半
切
他
一
葉
（
現
存
和
歌
六
帖
）

　
『
現
存
和
歌
六
帖
』
を
書
写
内
容
と
す
る
切
を
二
葉
紹
介
す
る
。

　

一
つ
は
軸
装
の
一
葉
で
、
納
め
ら
れ
た
桐
箱
（
四
七
・
六
×
七
・
五
×
五
・
七
㎝
、
上
蓋
高
二
・
七
㎝
）
の
上
蓋
に
は
、

〔
表
〕
壬
生
二
品
家
隆
卿

〔
裏
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

辛
卯
暦
弥
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
ち
か
へ
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
筆

　
　
　

ほ
と
ゝ
き
す
の　
　
　

一
表　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

了
信
〔
花
押
〕

　
　
　
　
　
　
　
　

う
た
切

と
の
箱
書
が
記
さ
れ
て
お
り
、
古
筆
本
家
十
三
代
了
信
が
昭
和
二
十
六1951

年
三
月
に
極
め
た
も
の
と
知
ら
れ
る
。
極
札
も
付
属
し
、
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「
極
」
と
表
書
き
し
た
包
紙
（
楮
紙
、
二
五
・
九
×
三
七
・
〇
㎝
） 

に
、
二
枚
の
極
札
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
一
枚
は
「
從
二
位
家
隆
卿
た
ち

か
へ
り
〔
守
村
（
墨
印
）
〕
」
（
一
〇
・
六
×
一
・
五
㎝
）
と
あ
り
、
裏
書
・
裏
印
等
は
な
く
、
個
性
的
な
筆
跡
で
は
あ
る
が
、
古
筆
分
家
の
何

代
目
の
も
の
か
は
特
定
で
き
な
か
っ
た
。
も
う
一
枚
は
「
従
二
位
家
隆
卿
〔
佐
〔
墨
印
〕
〕
」
（
一
〇
・
〇
×
一
・
五
㎝
）
と
あ
り
、
裏
書
等

は
な
く
、
こ
れ
も
そ
の
鑑
定
印
等
か
ら
は
鑑
定
者
の
特
定
は
で
き
な
か
っ
た
。
尚
、
箱
内
に
は
他
に
良
門
か
ら
利
基
を
経
て
隆
祐
に
至
る

系
図
が
書
か
れ
た
紙
片
（
筆
者
不
明
。
楮
紙
、
二
八
・
三
×
六
・
〇
㎝
）
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
了
信
は
、
こ
れ
ら
の
極
め
に

基
づ
い
て
「
壬
生
二
品
家
隆
卿
」
と
極
め
た
も
の
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
各
種
名
葉
集
類
の
「
家
隆
」
条
に
、
本
切
に
該
当
す
る
記
載
は
認

め
ら
れ
な
い
。

　

表
具
は
大
和
装
（
本
紙
台
紙
貼
）
で
、
一
文
字
及
び
風
帯
は
縹
地
に
金
で
花
大
桐
を
箔
押
し
ゝ
た
印
金
、
中
廻
し
は
柳
鼠
地
に
金
糸
で

牡
丹
の
大
模
様
を
織
り
出
し
た
金
襴
、
上
下
は
煤
竹
色
の
無
地
の
紗
、
軸
先
は
角
質
の
印
可
型
（
寸
法
等
省
略
）
で
、
大
振
り
な
紋
様
の

寺
家
好
み
の
仕
立
て
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
紙
の
料
紙
は
斐
紙
、
二
二
・
七
×
一
五
・
三
㎝
（
字
高
一
八
・
六
㎝
）
で
、
元
は
四
半
形
の
冊
子
本
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
和
歌

二
行
書
、
一
面
十
一
行
。
ツ
レ
は
現
在
の
と
こ
ろ
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。
書
写
年
代
は
鎌
倉
中
期
頃
。
祐
海
切
な
ど
に
も
通
う
書
風
か

ら
家
隆
と
極
め
ら
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
も
と
よ
り
書
写
内
容
の
『
現
存
和
歌
六
帖
』
は
建
長
二1250

年
の
成
立
で
あ
り
、
嘉
禎

三1237

年
四
月
九
日
に
没
し
た
家
隆
の
書
写
で
は
あ
り
得
な
い
。
『
現
存
和
歌
六
帖
』
を
書
写
内
容
と
す
る
古
筆
切
は
極
め
て
少
な
く
、

散
佚
部
分
で
あ
る
第
三
帖
を
書
写
し
た
部
分
が
見
つ
か
っ
て
い
る
伝
二
条
為
宗
筆
四
半
切
（
鎌
倉
末
～
南
北
朝
期
書
写
）
が
あ
る
く
ら
い

で
あ
る
。
鎌
倉
中
期
と
は
言
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
は
後
期
に
近
い
時
代
の
書
写
と
は
い
え
、
ほ
ゞ
原
本
に
類
す
る
天
理
図
書
館
本
や
、
そ

れ
に
次
ぐ
冷

）
4
（

泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
に
近
接
す
る
書
写
年
代
を
有
す
る
本
切
は
資
料
的
に
も
貴
重
で
あ
り
、
ま
た
今
後
出
現
す
る
か
も
知
れ

な
い
散
佚
部
分
の
切
の
認
定
に
も
寄
与
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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さ
て
、
本
切
の
内
容
は
、
『
現
存
和
歌
六
帖
』
第
六
帖
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
題
の
末
尾
（
八
二
七
～
八
二
九
）
に
当
た
る
部
分
で
あ
る
が
、

以
）
5
（

前
述
べ
た
よ
う
に
新
編
国
歌
大
観
所
収
本
文
の
底
本
で
あ
る
呉
文
丙
氏
旧
蔵
本
（
天
理
図
書
館
現
蔵
）
の
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
題
歌
と
「
ち

ど
り
」
題
歌
の
間
に
は
落
丁
が
存
す
る
可
能
性
が
高
く
、
新
編
国
歌
大
観
本
で
は
藤
原
忠
兼
歌
と
さ
れ
る
八
三
〇
・
八
三
一
番
歌
が
別
の

歌
人
の
詠
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
部
分
が
正
に
そ
こ
に
当
た
る
訳
で
あ
る
。
天
理
図
書
館
本
で
は
（
作
者
名
は
す
べ
て
行

間
に
小
字
書
入
、
『
國

）
6
（

書
遺
芳
』
所
収
本
文
で
は
（
113
）
で
、
一
一
二
丁
ウ
ラ
・
一
一
三
丁
オ
モ
テ
に
当
た
る
）
、

き
け
は
う
し
き
か
ね
は
こ
ひ
し
ほ
と
ゝ
き
す

む
か
し
の
夏
は
い
か
ゝ
な
き
け
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

權
大
納
言
實
雄

た
ち
か
へ
り
な
き
ふ
る
せ
と
も
ほ
と
ゝ
き
す

な
を
あ
か
な
く
に
け
ふ
も
く
ら
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
印
良
守

こ
ゑ
ふ
り
て
な
れ
ぬ
る
の
ち
も
ほ
と
ゝ
き
す

あ
か
ぬ
は
な
に
の
ち
き
り
な
る
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
為
継
朝
臣

な
き
ふ
る
す
と
き
こ
そ
あ
り
け
れ
ほ
と
ゝ
き
す

な
に
か
う
つ
き
の
そ
ら
に
ま
ち
け
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
忠
兼
朝
臣
」（
一
一
二
ウ
ラ
）
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い
は
こ
ゆ
る
か
は
を
と
す
め
る
あ
き
の
ゝ
の

ふ
け
ゆ
く
月
に
ち
と
り
な
く
な
り

む
れ
て
ゆゐ

くる

さ
ほ
の
か
は
ら
の
む
ら
ち
と
り

し
も
よ
りり

ほ
か
の
ほ
と
も
の
こ
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衣
笠
前
内
大
臣

や
みま

ち
か
き
さ
ほ
の
か
は
と
の
ゆ
ふ
き
り
に

ゆ
く
とか

もた

し
ら
す
な
く
ち
と
り
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

權
大
納
言
忠
信

や
ま
か
は
の
み
か
け
に
そ
よ
く
あ
し
の
は
の

さ
む
き
ゆ
ふ
へ
に
な
く
「
ち
と
り
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
二
位
行
能
」（
一
一
三
オ
モ
テ
）

と
な
っ
て
お
り
、
新
編
国
歌
大
観
本
文
で
は
、
藤
原
忠
兼
歌
の
と
こ
ろ
に
「
ち
ど
り
」
題
が
校
訂
・
補
入
、
二
首
目
（
八
二
七
）
初
句
「
を

ち
か
へ
り
」
と
校
訂
さ
れ
て
お
り
、
本
文
と
同
筆
で
記
さ
れ
た
異
同
箇
所
は
す
べ
て
傍
書
さ
れ
た
訂
正
本
文
に
従
っ
て
い
る
（
「
し
も
よ

りり

」
の
「
りり

」
は
、
本
文
の
「
里
」
に
「
利
」
を
傍
書
し
た
も
の
）
。

　

本
切
で
は
、
「
藤
原
忠
兼
朝
臣
」
の
詠
は
「
ち
ど
り
」
題
に
直
接
せ
ず
（
本
切
に
紙
継
ぎ
な
ど
は
存
し
な
い
）
、
図
版
②
に
見
る
よ
う
に

八
三
〇
番
歌
と
は
別
の
和
歌
の
上
句
（
ほ
と
ゝ
ぎ
す
詠
）
が
書
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
藤
原
忠
兼
朝
臣
」
と
「
い
は
こ
ゆ
る
」
に
始
ま
る

「
ち
ど
り
」
題
歌
の
間
に
は
、
予
想
し
た
よ
う
に
一
丁
程
度
の
落
丁
が
存
し
た
こ
と
が
、
本
切
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
残
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念
な
が
ら
上
句
の
み
で
は
あ
る
が
、
『
現
存
和
歌
六
帖
』
に
一
首
（
半
首
）
を
加
え
、
藤
原
忠
兼
の
新
出
歌
（
現
在
の
と
こ
ろ
他
出
文
献
は

確
認
で
き
な
い
）
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
訳
で
あ
り
（
対
し
て
八
三
〇
・
八
三
一
は
、
や
は
り
別
人
の
詠
と
考
え
た
方
が
よ
い
こ
と
に
な

る
）
、
今
後
の
ツ
レ
の
出
現
次
第
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
落
丁
部
分
（
数
カ
所
予
想
さ
れ
る
）
の
補
訂
が
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

因
み
に
、
八
二
七
番
歌
は
前
記
の
よ
う
に
新
編
国
歌
大
観
所
収
本
文
で
は
初
句
「
を
ち
か
へ
り
」
と
あ
り
、
異
同
が
存
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
底
本
で
あ
る
天
理
図
書
館
本
と
の
間
に
異
同
は
な
い
（
こ
の
校
訂
本
文
そ
の
も
の
は
、
同
歌
の
第
一
次
資
料
で
あ
る
宝
治
百
首

〔
八
九
〇
〕
に
従
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
鎌
倉
期
書
写
の
天
理
本
と
本
切
が
と
も
に
「
た
ち
か
へ
り
」
と
あ
る
点
か
ら
は
、
現
存
和

歌
六
帖
の
本
文
と
し
て
は
こ
れ
を
採
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

權
大
納
言
實
雄

た
ち
か
へ
り
な
き
ふ
る
せ
と
も
ほ
と
ゝ
き
す

な
を
あ
か
な
く
に
け
ふ
も
く
ら
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
印
良
守

こ
ゑ
ふ
り
て
な
れ
ぬ
る
の
ち
も
ほ
と
ゝ
き
す

あ
か
ぬ
は
な
に
の
ち
き
り
な
る
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
爲
継
朝
臣

な
き
ふ
る
す
と
き
こ
そ
あ
り
け
れ
ほ
と
ゝ
ぎ
す

な
に
か
う
つ
き
の
そ
ら
に
ま
ち
け
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
忠
兼
朝
臣
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い
く
こ
ゑ
も
な
を
こ
そ
あ
か
ね
ほ
と
ゝ
ぎ
す

　

も
う
一
葉
は
未
装
の
断
簡
で
、
極
札
は
付
属
せ
ず
、
ツ
レ
も
確
認
で
き
な
い
の
で
、
現
状
で
は
筆
者
未
詳
四
半
切
と
呼
ん
で
お
く
他
な

い
（
図
版
③
）
。
切
右
下
隅
に
「
・
リ
ク
常
」
と
読
め
る
細
字
の
ペ
ン
書
き
様
（
拡
大
し
て
見
る
限
り
、
薄
墨
の
細
筆
書
き
と
見
て
お
く
べ

き
）
の
書
入
が
あ
り
、
横
長
の
楕
円
形
と
お
ぼ
し
き
割
印
（
右
半
分
）
が
存
す
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

料
紙
は
斐
紙
、
二
三
・
六
×
一
五
・
九
㎝
（
字
高
一
九
・
一
㎝
）
で
、
元
は
四
半
形
の
冊
子
本
と
推
定
さ
れ
る
。
和
歌
二
行
書
、
一
面

十
一
行
。
鎌
倉
中
～
後
期
頃
の
書
写
。
速
筆
で
や
ゝ
癖
の
あ
る
書
体
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
博
捜
す
れ
ば
同
一
筆
跡
の
切
な
ど
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
ツ
レ
は
現
在
の
と
こ
ろ
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。

　

書
写
内
容
は
『
現
存
和
歌
六
帖
』
第
六
帖
で
、
「
す
み
れ
」
題
の
最
終
歌
（
二
四
二
）
か
ら
「
わ
ら
び
」
題
の
第
一
首
（
二
四
四
）
ま
で

は
新
編
国
歌
大
観
所
収
本
文
に
一
致
す
る
が
、
新
編
国
歌
大
観
で
は
二
四
五
番
歌
は
「
真
観
」
詠
で
、
本
切
に
見
え
る
「
中
原
師
員
朝
臣
」

詠
は
存
在
し
な
い
（
他
出
文
献
も
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
）
。

　

天
理
図
書
館
本
で
は
、
実
は
こ
の
部
分
も
丁
の
変
わ
り
目
に
当
た
る
が
、
他
の
落
丁
予
想
箇
所
と
は
違
い
、
同
一
丁
の
オ
モ
テ
と
ウ
ラ

と
い
う
位
置
関
係
に
あ
り
、
通
常
落
丁
の
可
能
性
は
有
り
得
な
い
の
で
、
前
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
予
想
は
立
て
ゝ
い
な
か
っ
た
箇
所
で
あ

る
（
『
國
書
遺
芳
』
所
収
本
文
で
は
（
34
）
左
頁
～
（
35
）
右
頁
で
、
三
四
丁
の
オ
モ
テ
・
ウ
ラ
に
当
た
る
）
。
引
用
し
て
お
く
と
（
作
者

名
は
す
べ
て
行
間
に
小
字
書
入
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
經
平
朝
臣

す
み
れ
さ
く
い
は
た
の
を
の
に
し
め
さ
ゝ
む
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ゆ
き
ゝ
の
人
の
つ
ま
ゝ
く
も
お
し

　
　

を
は
き　
　
　
　
　
　
　

前
大
納
言
為
家

か
す
か
野
は
を
は
き
つ
み
け
り
な
ら
や
ま
の

こ
の
め
は
る
風
ゆ
る
く
ふ
く
ら
し

　
　

わ
ら
ひ　
　
　
　
　
　
　

正
三
位
知
家

け
ふ
の
日
は
く
る
ゝ
と
や
ま
の
か
き
わ
ら
ひ

あ
け
は
又
こ
む
お
り
す
き
ぬ
ま
に
」
（
三
四
オ
モ
テ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
観

つ
ゆ
か
ゝ
る
を
さ
ゝ
ま
し
り
の
し
た
わ
ら
ひ

さ
も
お
り
ふ
し
は
ぬ
る
ゝ
そ
て
か
な

　
　

ゑ
く　
　
　
　
　
　
　
　

正
三
位
知
家

ひ
は
り
あ
か
る
や
ま
さ
は
み
つ
に
袖
ぬ
れ
て

ゑ
く
の
わ
か
は
を
つ
む
は
た
か
こ
そ

　
　

ゆ
り　
　
　
　
　
　
　
　

前
摂
政
左
大
臣

い
ま
は
け
に
秋
ち
か
ゝ
ら
し
さ
ゆ
り
は
な

ゆ
り
あ
ふ
ま
て
に
を
け
る
し
ら
つ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衣
笠
前
内
大
臣
」（
三
四
ウ
ラ
）
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と
な
る
。
稿

）
7
（

者
は
天
理
図
書
館
本
『
現
存
和
謌
』
を
限
り
な
く
原
本
に
近
い
（
第
一
次
成
立
の
完
本
無
記
名
本
現
存
六
帖
の
第
六
帖
分
に

作
者
名
を
小
字
書
入
し
て
、
清
書
本
の
手
控
え
と
し
た
）
も
の
と
考
え
る
の
で
、
こ
の
現
状
か
ら
は
、
こ
ゝ
に
脱
落
の
あ
る
可
能
性
は
極

め
て
低
い
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
で
あ
れ
ば
、
本
切
の
元
と
な
っ
た
冊
子
本
の
筆
書
者
が
親
本
か
ら
の
書
写
の
際
に
二
枚
め
く
り

等
で
真
観
詠
を
含
む
部
分
を
脱
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
上
句
だ
け
と
は
い
え
本
切
に
存
す
る
中
原
師
員
朝
臣
詠

は
、
現
存
す
る
『
現
存
和
歌
六
帖
』
諸
本
に
は
見
出
せ
な
い
（
抄
出
本
も
同
様
で
あ
る
）
。

　

以
上
の
状
況
か
ら
は
、
第
一
次
奏
上
本
の
面
影
を
残
す
天
理
図
書
館
本
『
現
存
和
謌
』
か
ら
最
終
的
な
奏
上
本
に
至
る
過
程
で
、
幾
許

か
の
増
補
（
物
故
者
と
な
っ
た
も
の
ゝ
詠
は
削
除
）
を
含
む
補
訂
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
る
。
即
ち
本
切
は
、
増
補
完
成
を

見
た
完
本
系
『
現
存
和
歌
六
帖
』
を
書
写
し
た
も
の
ゝ
断
簡
で
あ
る
と
い
う
推
論
と
な
る
。
本
切
の
中
原
師
員
歌
が
確
実
に
「
わ
ら
び
」

を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
推
論
に
は
か
な
り
の
蓋
然
性
が
与
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
現
状
で
は
そ
の
可
能
性
が
極
め
て

高
い
と
し
か
言
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
歌
が
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
、
整
合
性
の
あ
る
考
え
と
し
て
は
有
り
得
べ
き
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

作
者
の
「
中
原
師
員
朝
臣
」
は
、
直
近
の
勅
撰
集
で
あ
る
『
続
後
撰
和
歌
集
』
（
建
長
三1251

年
冬
成
立
）
で
は
「
中
原
師
員
」

（
一
〇
六
〇
）
と
の
み
表
記
さ
れ
、
「
朝
臣
」
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
同
じ
く
建
長
五
～
六
年
成
立
の
『
雲
葉
和
歌
集
』
で
も
「
中
原
師
員
」

（
五
〇
四
）
と
表
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
師
員
は
、
元
暦
二1185

年
中
原
師
茂
の
子
と
し
て
誕
生
す
る
も
、
家
系
は
明
経
道
中
原
氏
の

傍
流
で
あ
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
そ
れ
程
の
位
階
は
望
め
な
か
っ
た
が
、
叔
父
藤
原
（
中
原
か
ら
改
姓
）
親
実
と
ゝ
も
に
鎌
倉
幕
府
に
出
仕

し
、
藤
原
定
員
・
藤
原
親
実
・
後
藤
基
綱
な
ど
ゝ
と
も
に
四
代
将
軍
頼
経
の
側
近
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
栄
進
を
果
た
し
、
仁
治
二1241

年
二
月
一
日
に
は
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
寛
元
四1246

年
の
宮
騒
動
の
折
に
は
、
側
近
で
あ
っ
た
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
罪
に
問
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
建
長
三1251

年
六
月
十
五
日
に
病
に
よ
り
出
家
し
て
任
を
辞
す
る
ま
で
評
定
衆
の
座
に
と
ゞ
ま
っ
て
い
る
（
同
月
二
十
二

日
卒
去
）
。
「
朝
臣
」
号
が
現
存
＝
現
任
の
も
の
に
限
定
さ
れ
る
と
で
も
い
う
な
ら
ば
、
生
前
の
撰
集
で
あ
る
『
現
存
和
歌
六
帖
』
と
没
後
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の
『
続
後
撰
集
』
『
雲
葉
集
』
の
表
記
の
違
い
は
納
得
さ
れ
る
が
、
爾
後
の
勅
撰
集
で
あ
る
『
玉
葉
和
歌
集
』
（
五
三
一
・
二
〇
〇
三
）
・
『
続

千
載
和
歌
集
』
（
二
九
九
・
八
三
四
・
一
八
五
二
）
で
は
「
中
原
師
員
朝
臣
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
当
然
こ
の
よ
う
な
説
明
は
通
ら
な
い
。

理
由
は
と
も
あ
れ
、
こ
ゝ
で
は
同
時
代
表
記
と
し
て
は
珍
し
く
「
中
原
師
員
朝
臣
」
が
選
択
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

　

伝
家
隆
筆
切
と
同
じ
く
、
本
切
も
思
わ
ぬ
問
題
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
期
の
書
写
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、『
現
存
和
歌
六
帖
』

の
成
立
に
貴
重
な
示
唆
を
与
え
る
断
簡
で
あ
り
、
今
後
の
ツ
レ
の
出
現
が
期
待
さ
れ
る
。
「
中
原
師
員
朝
臣
」
以
下
を
除
い
て
、
新
編
国
歌

大
観
所
収
本
文
と
の
異
同
は
な
い
（
書
入
及
び
押
印
は
省
略
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
經
平
朝
臣

す
み
れ
さ
く
い
は
た
の
お
の
に
し
め
さ
ゝ
ん

ゆ
き
ゝ
の
人
の
つ
ま
ゝ
く
も
お
し

　
　

お
は
き　
　
　
　
　

前
大
納
言
為
家

か
す
か
の
は
お
は
き
つ
み
け
り
な
ら
や
ま
の

こ
の
め
は
る
か
せ
ゆ
る
く
ふ
く
ら
し

　
　

わ
ら
ひ　
　
　
　
　

正
三
位
知
家

け
ふ
の
ひ
は
く
る
ゝ
と
や
ま
の
か
き
わ
ら
ひ

あ
け
は
ま
た
こ
ん
お
り
す
き
ぬ
ま
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
原
師
員
朝
臣

た
れ
し
め
て
や
く
と
も
み
え
ぬ
や
ま
か
け
に
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３
、
伝
世
尊
寺
行
俊
（
覚
源
）
筆
四
半
切
（
雲
葉
和
歌
集
）

　

未
装
の
断
簡
で
、
極
札
（
斐
紙
・
紫
内
曇
り
、
一
一
・
一
×
一
・
九
㎝
）
に
は
「
行
俊
」
と
の
み
あ
り
、
裏
面
に
は
鉛
筆
書
き
で
「
よ
み

人
し
ら
す
／
神
さ
ふ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
鑑
定
者
は
不
明
（
裏
面
の
記
載
は
、
極
札
が
こ
の
切
に
付
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
す
、
所
有
者
の
忘
備
の
た
め
の
覚
え
書
き
で
あ
ろ
う
）
。
図
版
④
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
本
切
は
通
常
、
伝
称
筆
者
を
「
覚
源
」
と
す

る
『
雲
葉
和
歌
集
』
を
書
写
内
容
と
す
る
四
半
切
で
あ
る
（
真
筆
か
ど
う
か
は
不
明
）
。

　

料
紙
は
良
質
の
斐
紙
、
二
三
・
九
×
一
五
・
七
㎝
（
字
高
一
九
・
〇
㎝
）
で
、
元
は
四
半
形
の
冊
子
本
と
推
定
さ
れ
る
。
和
歌
二
行
書
、

一
面
十
一
行
で
、
図
版
に
見
る
よ
う
に
詞
書
の
下
に
充
分
な
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
の
に
改
行
し
て
作
者
名
を
記
し
て
お
り
、
か
な
り
贅
沢
な

書
写
態
度
が
見
て
と
れ
る
。
鎌
倉
中
期
に
よ
く
見
ら
れ
る
や
ゝ
右
肩
上
が
り
の
熟
れ
た
後
京
極
流
風
の
（
同
流
本
来
の
縦
へ
の
推
進
力
を

あ
ま
り
感
じ
さ
せ
な
く
な
っ
た
）
書
風
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
考
慮
す
れ
ば
、
書
写
年
代
は
鎌
倉
中
期
か
ら
下
っ
て
も
後
期
の
初
め
頃
と
推

定
さ
れ
る
。
全
体
に
シ
ャ
ー
プ
で
、
さ
し
て
世
尊
寺
流
の
特
徴
を
感
じ
さ
せ
な
い
書
風
で
あ
り
、
応
永
十
四1407

年
に
没
し
た
世
尊
寺
流

第
十
四
代
の
行
俊
を
筆
者
に
充
て
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
（
こ
の
点
、
建
長
七1255

年
当
時
の
生
存
が
確
認
さ
れ
る
覚
源
の
方
が
無
理

が
な
い
）
。
当
然
、
各
種
名
葉
集
類
の
「
行
俊
」
条
に
も
該
当
す
る
記
載
は
見
出
せ
な
い
。
一
方
、
『
増

）
8
（

補
新
撰
古
筆
名
葉
集
（
安
政
五
年

版
）
』
の
「
覚
源
法
印
」
条
に
は
、
「
同
（
四
半
） 

續
古
今
異
本
哥
二
行
書
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が
該
当
す
る
も
の
と

思
わ
れ
る
（
同
条
に
は
、
「
同
（
四
半
） 

續
後
撰
異
本
歟
哥
二
行
書
」
と
い
う
記
述
も
見
え
る
が
、
続
後
撰
集
入
集
歌
の
撰
入
と
い
う
点
で

は
、
雲
葉
集
は
該
当
し
な
い
）
。
名
葉
集
に
記
載
さ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
ツ
レ
は
比
較
的
豊
富
で
、
『
古

）
9
（

筆
学
大
成
』
第
十
六
巻
に
六
葉
、
『
私

）
10
（

撰
集
断
簡
集
成
』
に
四
葉
、
『
霜

）
11
（

の
ふ
り
葉
』
に
一
葉
、
『
平

）
12
（

成
新
修
古
筆
資
料
集
』
第
三
集
に
一
葉
、
『
続

）
13
（

古
筆
の
楽
し
み
』
に
一
葉
（
私

撰
集
断
簡
集
成
所
収
切
）
、
『
古

）
14
（

筆
資
料
の
発
掘
と
研
究
残
簡
集
録　

散
り
ぬ
る
を
』
に
一
葉
（
極
札
「
二
條
為
定
卿
」
）
の
他
、
加
藤
正
治
氏
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旧
蔵
で
現
在
は
大

）
15
（

坂
青
山
短
期
大
学
に
蔵
さ
れ
る
巻
子
装
に
改
装
さ
れ
た
巻
第
四
・
夏
の
八
葉
四
十
四
首
分
な
ど
が
確
認
さ
れ
る
（
こ
の

他
、
古
書
目
録
類
に
も
確
認
さ
れ
る
が
、
比
較
的
近
年
の
も
の
な
の
で
、
所
有
者
の
便
宜
を
慮
り
省
略
す
る
）
。

　

完
本
が
存
せ
ず
（
巻
第
一
～
巻
第
十
前
半
と
巻
第
十
五
の
一
部
が
残
存
）
、
上
記
の
青
山
短
期
大
学
蔵
本
と
冷

）
16
（

泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
の
残

欠
本
（
巻
第
七
巻
末
～
巻
第
十
巻
頭
）
以
外
に
は
古
写
本
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
『
雲
葉
集
』
に
と
っ
て
、
古
筆
切
の
存
在
は

貴
重
で
あ
り
、
伝
後
京
極
良
経
筆
四
半
切
・
伝
藤
原
為
家
筆
雲
紙
本
雲
葉
和
歌
集
切
・
伝
藤
原
為
氏
筆
四
半
切
と
並
び
鎌
倉
期
の
断
簡
で

あ
る
伝
覚
源
法
印
切
が
、
そ
の
伝
本
の
研
究
に
資
す
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
中
で
も
伝
覚
源
筆
切
は
最
も
数
量
に
恵
ま
れ
て
お
り
、

今
後
の
新
資
料
の
発
見
の
可
能
性
も
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

本
切
の
書
写
内
容
は
、
『
雲
葉
和
歌
集
』
巻
第
十
・
羈
旅
の
九
五
一
～
九
五
三
番
歌
で
、
ミ
セ
ケ
チ
に
よ
る
訂
正
箇
所
を
除
い
て
、
新
編

国
歌
大
観
所
収
本
文
と
の
異
同
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
す

神
さ
ふ
る
い
は
ね
こ
り
し
く〃

き

み
よ
し
の
ゝ

み
つ
わ
け
山
を
み
れ
は
か
な
し
も

　
　

後
京
極
摂
政
家
十
首
哥
合
に
秋
旅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寂
蓮
法
師

あ
ふ
さ
か
を
こ
え
た
に
は
て
ぬ
あ
き
か
せ
に

す
ゑ
こ
そ
お
も
へ
し
ら
か
は
の
せ
き

　
　

五
十
首
哥
の
中
に
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平
政
村
朝
臣

み
や
こ
い
て
ゝ
け
ふ
こ
え
そ
む
る
あ
ふ
さ
か
の

せ
き
や
た
ひ
ね
の
は
し
め
な
る
ら
ん

　
　
　
　
　

４
、
伝
小
倉
実
名
筆
四
半
切
（
藤
葉
和
歌
集
）

　

未
装
の
断
簡
で
、
極
札
（
斐
紙
・
青
雲
紙
に
金
泥
花
鳥
絵
、
一
一
・
九
×
二
・
二
㎝
）
に
は
「
小
倉
殿
実
名
卿
〔
琴
山
（
墨
印
）
〕
」
と
あ

り
、
裏
面
に
裏
印
等
は
な
い
が
、
鉛
筆
書
き
で
「
わ
す
ら
れ
ぬ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
も
札
表
に
筆
者
名
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
所
有
者
の
忘
備
の
た
め
の
処
置
で
あ
ろ
う
）
。
筆
跡
と
表
に
筆
者
名
の
み
を
記
す
形
式
や
琴
山
印
に
欠
画
が
殆
ど
見
ら
れ
な
い
点
か
ら

は
、
古
筆
本
家
二
代
了
栄
の
初
期
の
極
め
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
偽
札
の
可
能
性
も
捨
て
切
れ
な
い
（
稿
者
の
手
元
に
は
、
同
様
の
極
札

を
付
し
た
切
が
他
に
も
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
も
含
め
た
疑
念
で
あ
る
）
。

　

料
紙
は
斐
楮
交
漉
紙
、
二
一
・
六
×
一
三
・
六
㎝
（
字
高
一
九
・
五
㎝
）
で
、
右
辺
中
央
下
に
文
字
の
残
画
が
僅
か
に
残
さ
れ
て
お
り
、

一
行
分
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
（
ツ
レ
に
比
較
す
る
と
、
下
辺
も
一
㎝
程
度
切
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）
。
元
は

四
半
形
の
冊
子
本
と
推
定
さ
れ
る
。
和
歌
二
行
書
で
、
通
常
は
一
面
七
行
。
書
写
年
代
は
南
北
朝
中
期
頃
で
、
実
名
の
真
筆
で
あ
る
冷

）
17
（

泉

家
時
雨
亭
文
庫
蔵
の
『
永
徳
百
首
』
等
と
比
較
す
る
と
明
ら
か
に
別
筆
で
あ
る
が
、
応
永
十
一1404

年
、
九
十
歳
で
没
し
た
実
名
の
名
を

充
て
ゝ
も
不
自
然
で
は
な
い
（
書
写
内
容
を
知
っ
て
い
て
充
て
た
と
す
れ
ば
、
寧
ろ
卓
見
で
あ
ろ
う
）
。
文
字
は
大
振
り
で
南
北
朝
期
ら
し

い
伸
び
や
か
さ
に
充
ち
て
お
り
、
行
間
を
た
っ
ぷ
り
と
取
っ
た
書
写
態
度
は
、
本
切
が
浄
書
本
に
類
す
る
写
本
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え

さ
せ
る
。
名
葉
集
類
の
「
実
名
」
条
に
は
、
本
切
に
該
当
す
る
記
載
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

本
切
の
ツ
レ
は
、
『
藤
葉
和
歌
集
』
を
書
写
内
容
と
す
る
伝
小
倉
実
名
筆
四
半
切
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
『
古
筆
学
大
成
』
第
十
六
巻
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に
二
葉
（
図
版
・
個
人
蔵
古
筆
手
鑑
・
巻
第
六
恋
歌
下
・
五
五
三
下
342
句
～
五
五
五
上
句
、
図
版
349
・
名

）
18
（

家
古
筆
手
鑑
集
・
古
筆
手
鑑

（
４
）
・
巻
第
五
恋
歌
上
・
四
七
八
歌
～
四
八
〇
詞
書
）
、
『
私
撰
集
断
簡
集
成
』
に
一
葉
（
古
筆
学
大
成
第
十
六
巻
図
版
349
に
同
じ
）
、
白
鶴

美
術
館
蔵
『
手
鑑
』
に
一
葉
（
巻
第
六
恋
歌
下
・
五
六
〇
～
五
六
一
）
、
宮

）
20
（

内
庁
書
陵
部
蔵
『
手
鑑
』
に
一
葉
（
散
佚
部
分
）
、
『
古

）
21
（

筆
切
の

国
文
学
的
研
究
』
に
一
葉
（
巻
第
四
冬
歌
・
二
七
〇
歌
～
二
七
二
詞
書
）
、
『
平

）
22
（

成
新
修
古
筆
資
料
集
』
第
四
集
（
散
佚
部
分
）
、
『
古

）
23
（

筆
の

楽
し
み
』
に
一
葉
（
散
佚
部
分
）
、
『
続

）
24
（

古
筆
の
楽
し
み
』
に
一
葉
（
巻
第
一
春
歌
・
一
五
作
者
～
一
七
作
者
）
、
『
古

）
25
（

筆
へ
の
誘
い
』
に
二

葉
（
巻
第
六
恋
歌
下
・
五
三
八
下
句
～
五
四
〇
作
者
、
巻
第
六
恋
歌
下
・
六
三
〇
作
者
～
六
三
一
）
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
『
藤
葉
和
歌
集
』
は
、
小
倉
実
教
が
撰
し
た
私
撰
集
で
、
康
永
三1344

年
～
翌
八
月
の
成
立
（
伝
称
筆
者
で
あ
る
実
名
は
実
教
の
孫
に

当
た
り
、
実
教
二
男
で
あ
る
父
富
小
路
公
脩
の
死
後
、
実
教
の
猶
子
と
な
っ
た
）
。
現
存
伝
本
は
い
ず
れ
も
残
欠
本
で
、
巻
第
一
春
歌
～
巻

第
六
恋
歌
下
の
み
を
有
す
る
に
過
ぎ
ず
、
本
来
は
雑
春
・
雑
秋
・
雑
上
下
と
い
っ
た
巻
が
こ
れ
に
続
き
、
全
十
巻
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

本
切
の
書
写
内
容
は
『
藤
葉
和
歌
集
』
巻
第
六
・
恋
歌
下
（
六
三
二
歌
～
六
三
三
）
で
、
巻
末
に
当
た
る
箇
所
で
あ
り
、
切
り
取
ら
れ

た
一
行
を
隔
て
ゝ
、
『
古
筆
へ
の
誘
い
』
所
収
の
兼
築
信
行
氏
所
蔵
切
に
連
接
す
る
。
右
辺
の
残
画
は
お
そ
ら
く
六
三
二
作
者
「
藤
原
雅
朝

朝
臣
」
の
「
藤
」
の
「
月
」
の
第
一
画
の
端
に
当
た
る
の
で
あ
ろ
う
（
鑑
賞
の
た
め
の
切
断
で
あ
ろ
う
が
、
詞
書
な
ど
は
な
い
の
で
、
こ

の
切
断
の
意
味
は
分
か
り
に
く
い
→
お
そ
ら
く
切
断
部
分
は
破
棄
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
詞
書
と
作
者
名
だ
け
の
一
行
分
の
切
な

ど
も
存
す
る
の
で
、
出
て
来
る
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
）
。
左
辺
の
一
行
分
の
空
白
は
巻
末
故
の
も
の
で
あ
る
。
既
存
部
分
の
切
と
は
言

え
、
古
写
本
に
恵
ま
れ
な
い
『
藤
葉
集
』
に
と
っ
て
、
成
立
時
期
に
近
接
す
る
書
写
年
代
を
持
つ
伝
小
倉
実
名
筆
四
半
切
の
持
つ
資
料
的

な
重
み
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
新
編
国
歌
大
観
所
収
本
文
と
の
異
同
は
認
め
ら
れ
な
い
。

わ
す
ら
れ
ぬ
我
心
に
そ
の
こ
り
け
り
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と
も
に
見
し
夜
の
有
明
の
月

　
　
　
　
　
　

正
二
位
隆
教

う
き
な
か
ら
ま
ち
し
物
を
と
し
の
は
れ
て

い
つ
は
り
ま
て
そ
月
に
こ
ひ
し
き

　
　
　
　
　

５
、
伝
三
条
実
任
筆
四
半
切
（
歌
枕
名
寄
）

　

未
装
の
断
簡
で
、
極
札
（
一
四
・
二
×
二
・
一
㎝
）
に
は
、

　
〔
表
〕
「
三
條
家
實
任
卿
お
ほ
か
た
は
〔
琴
山
（
墨
印
）
〕
」

　
〔
裏
〕
「
切
〔
朱
割
印
〕
丙
戌
五
〔
了
音
（
墨
印
）
〕
」

と
あ
り
、
古
筆
本
家
六
代
目
了
音
が
宝
永
三1706

年
五
月
に
極
め
た
も
の
と
知
ら
れ
る
。

　

料
紙
は
楮
紙
（
図
版
⑥
裏
面
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
墨
の
滲
み
＝
裏
移
り
が
認
め
ら
れ
る
）
、
二
一
・
八
×
一
〇
・
一
㎝
（
字
高
は
五
行
目

下
と
六
行
目
上
を
採
っ
て
、
一
八
・
五
㎝
）
。
和
歌
二
行
書
、
一
面
七
行
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
本
切
は
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
謌
枕
名

寄
』
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
一
葉
で
あ
り
、
本
来
は
一
面
九
～
十
行
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
横
幅
が
三
分
の
一
強
切
断
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
り
、
縦
寸
も
下
部
が
二
㎝
程
度
切
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
元
は
四
半
形
の
冊
子
本
。
切
裏
中
央
下
に
は
「
十
」
と
墨

書
さ
れ
て
お
り
、
元
は
手
鑑
の
表
帖
の
十
番
目
に
貼
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
精
華
家
に
属
す
る
三
条
家
は
表
帖
に
配
さ
れ
る
の

が
通
例
）
。

　

本
切
の
筆
者
と
さ
れ
る
三
条
実
任
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
に
『
文

）
26
（

保
百
首
』
『
正

）
27
（

中
二
年
七
夕
御
会
和
歌
懐
紙
』

『
元

）
28
（

徳
二
年
七
夕
御
会
和
歌
懐
紙
』
と
い
っ
た
自
筆
資
料
が
収
録
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
比
較
が
容
易
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
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同
じ
実
任
を
筆
者
と
す
る
淡
路
切
古
今
集
に
つ
い
て
は
、
「
似

）
29
（

通
う
点
は
あ
る
も
の
の
、
同
筆
と
は
断
定
し
が
た
い
」
と
す
る
意
見
が
あ
る

一
方
で
、
「
ま

）
30
（

さ
に
両
者
同
筆
の
趣
が
見
て
取
れ
る
。
お
そ
ら
く
実
任
の
署
名
入
り
奥
書
を
備
え
た
本
な
ど
を
切
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
も

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

本
切
と
淡
路
切
は
同
筆
で
あ
り
、
後
掲
の
ツ
レ
を
含
め
て
検
討
す
る
と
、
特
に
『
文
保
百
首
』
と
は
、
字
形
や
仮
名
の
書
き
癖
、
文
字

の
ス
ケ
ー
ル
感
、
運
筆
の
呼
吸
な
ど
も
共
通
し
て
お
り
（
仮
名
の
使
用
字
母
に
つ
い
て
は
、
と
も
に
特
徴
的
な
傾
向
＝
好
み
は
見
出
せ
な

い
）
、
ほ
ゞ
同
筆
と
見
て
よ
い
（
ま
さ
に
「
同
筆
の
趣
」
）
と
思
わ
れ
る
が
、
個
々
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
『
文
保
百
首
』
で
は
「
人
」
の
二

画
目
の
終
筆
を
大
き
く
右
横
に
伸
ば
し
て
お
り
、
淡
路
切
や
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
謌
枕
名
寄
』
で
は
そ
の
ま
ゝ
斜
め
下
に
流
し
て
い
る
と
い
っ

た
違
い
も
認
め
ら
れ
る
。
二
種
の
懐
紙
に
つ
い
て
は
書
写
態
度
そ
の
も
の
が
違
っ
て
お
り
、
比
較
対
象
と
し
て
は
適
切
と
は
言
い
が
た
い

が
、
筆
致
そ
の
も
の
に
は
通
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
共
通
点
と
差
異
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
も
よ
る
が
、
以
下
に
も
述
べ
る

よ
う
に
、
古
筆
鑑
定
家
が
歌
人
や
能
書
と
し
て
さ
ほ
ど
高
名
と
は
言
い
が
た
い
三
条
実
任
を
筆
者
に
充
て
る
に
は
、
そ
れ
相
応
の
理
由
が

存
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
本
切
の
ツ
レ
に
国
夏
・
為
貫
・
兼
好
と
い
っ
た
異
伝
が
生
じ
て
い
る
の
も
、
古
筆
切
筆
者
と
し
て
の
実
任
の

存
在
の
不
安
定
さ
の
反
映
で
あ
ろ
う
）
。
今
の
と
こ
ろ
、
真
筆
の
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
も
の
と
し
て
お
き
た
い
。

　

本
切
の
書
写
年
代
そ
の
も
の
は
、
そ
の
書
風
の
近
似
性
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
実
任
の
『
文
保
百
首
』
詠
進
時
期
に
近
し
い
頃
と
見
て

よ
さ
そ
う
で
あ
り
、
鎌
倉
後
～
末
期
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
実
任
の
『
文
保
百
首
』
詠
進
は
そ
の
位
署
に
よ
り
文
保
二1318

年
の
春
以

降
と
考
え
ら
れ
、
当
時
五
十
五
歳
の
筆
は
老
筆
と
ま
で
は
行
か
な
い
が
、
連
綿
の
続
き
具
合
な
ど
か
ら
見
て
も
本
切
の
方
が
や
ゝ
流
麗
で

あ
り
、
も
し
同
筆
で
あ
れ
ば
、
少
し
く
若
書
き
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
（
都
合
良
く
見
れ
ば
、
先
の
「
人
」
字
の
書
き
様
の
違
い
な
ど
も
、

や
ゝ
老
筆
的
な
固
さ
の
顕
れ
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
）
。

　

ツ
レ
と
お
ぼ
し
き
切
が
二
葉
報
告
さ
れ
て
い
る
（
田

）
31
（

中
登
氏
蔵
及
び
大
坂
某
家
蔵
の
伝
津
守
国
夏
筆
四
半
切
）
が
未
見
で
あ
り
、
他
に
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徳
川
美
術
館
蔵
手
鑑
『
玉

）
32
（

海
』
（
伝
為
貫
筆
四
半
切
・
二
代
畠
山
牛
庵
極
）
『
藁

）
33
（

叢
』
（
伝
兼
好
筆
四
半
切
・
分
家
二
代
了
任
極
）
、
五
島
美

術
館
『
毫
戦
』
（
未
見
）
、
『
古

）
34
（

筆
へ
の
誘
い
』
所
収
伝
為
貫
筆
四
半
切
（
裏
書
）
、
『
は

）
35
（

じ
め
て
の
古
筆
切
』
所
収
伝
二
条
為
貫
筆
四
半
切

（
極
札
等
不
明
）
な
ど
が
ツ
レ
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
通
覧
す
る
と
、
現
状
で
は
伝
称
筆
者
を
「
三
条
実
任
」
と
す
る
方
が

稀
で
あ
る
、
と
い
う
よ
り
か
な
り
の
揺
れ
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
名
葉
集
類
の
「
実
任
」
「
国
夏
」
「
為
貫
」
「
兼
好
」
条
の
い
ず
れ

に
も
、
本
切
に
該
当
す
る
記
載
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

本
切
の
書
写
内
容
は
、
『
歌
枕
名
寄
』
巻
第
十
一
の
末
尾
部
分
（
新
編
国
歌
大
観
所
収
本
文
で
は
三
三
五
〇
・
三
三
五
二
番
）
に
該
当
す

る
が
、
本
文
は
増
補
本
（
流
布
本
）
系
統
で
は
な
く
非
流
布
本
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
切
は
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
謌
枕
名
寄
』

と
同
筆
で
あ
り
、
書
式
等
を
勘
案
す
れ
ば
同
本
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
一
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
本
は
、
青

）
36
（

木
信
寅
氏
旧
蔵
の

「
二
四
・
〇
×
一
六
・
三
糎
の
列
帖
本
」
で
、
和
歌
二
行
書
、
一
面
九
～
十
行
で
記
さ
れ
て
お
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
本
切
は
少
し
く
切
断

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

同
）
37
（

本
の
巻
第
十
一
「
畿
内
部
十
一
大
和
國
六
」
の
目
録
（
目
次
）
末
尾
に
は
、

柏
木
社　
　

龍
市　

建
保
名
所
在
之
／
用
辰
字

并
間
淸
水　

海
原

（
マ
マ
）

榴
市　
　

歸
市

弓
弦
葉
御
井

磯
城
嶋　

磯
城
嶋
大
和
者
惣
名
也
然
而
又
先
／
達
哥
枕
当
國
名
所
立
也

謌
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と
あ
る
が
、
巻
第
十
一
の
本
文
は
、

　
　

海
石
榴
市

つ
万
十

は
い
ち
の
や
そ
の
ち
ま
た
に
た
ち
な
ら
し

む
す
へ
る
ひ
も
を
と
か
ま
く
も
お
し
」
三
八
ウ

と
、
「
海
石
榴
市
」
を
詠
ん
だ
一
五
八
一
番
（
新
編
国
歌
大
観
で
は
三
三
三
五
番
）
で
終
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
後
ろ
に
は
明
ら
か
に
落
丁
が

存
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
本
切
の
「
額
田
王
反
哥
」
は
「
弓
弦
葉
御
井
」
を
詠
ん
だ
歌
（
三
三
四
九
）
の
反
歌
と
し
て
置
か
れ
て
お

り
、
そ
の
前
の
「
歸
市
」
題
は
流
布
本
系
統
で
も
三
三
三
七
番
の
一
首
（
六
百
番
歌
合
季
経
歌
）
の
み
な
の
で
、
こ
の
箇
所
の
落
丁
は
本

切
分
の
一
丁
に
と
ゞ
ま
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
（
お
そ
ら
く
本
切
の
右
辺
に
三
行
程
度
の
切
り
取
り
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
弓
弦
葉
御
井
」

題
と
そ
の
和
歌
一
首
に
充
当
す
れ
ば
よ
い
も
の
と
考
え
る
）
。

　

静
嘉
堂
文
庫
本
に
は
「
『
歌
枕
十
六
冊
三
条
家
黄
門
実
任
卿
』
と
記
し
た
紙
片
や
三
条
実
任
卿
筆
と
し
た
極
札
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
現

在
は
出
納
さ
れ
な
い
」
由
で
あ
る
。
同
本
に
は
現
状
で
は
「
奥
書
・
識
語
の
類
」
は
な
い
の
で
、
鑑
定
者
は
何
を
根
拠
に
実
任
の
筆
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
く
実
任
筆
の
淡
路
切
が
古
筆
本
家
の
鑑
定
見
本
台
帳
で
も
あ
っ
た
『
藻

）
38
（

塩
草
』
に
も
貼
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か

ら
の
類
推
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
静
嘉
堂
文
庫
本
の
「
現
存
第
一
帖
（
巻
二
）
の
終
に
『
已
上
嵯
峨
篇
畢
／
一
交
畢
』
、
同

第
十
四
帖
（
巻
一
）
の
終
に
『
已
上
宇
治
篇
畢
』
な
ど
と
あ
る
」
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
巻
末
に
奥
書
等
が
付
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
極

め
て
高
そ
う
で
あ
り
、
そ
れ
を
参
考
に
し
た
鑑
定
で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
分
か
り
易
い
。
同
本
に
は
錯
簡
部
分
も
存
し
て
お
り
、
相
当

量
の
脱
落
（
巻
二
～
五
、
九
、
十
一
～
十
二
、
三
十
四
、
三
十
六
の
一
六
帖
の
み
残
存
）
も
認
め
ら
れ
る
の
で
、
改
装
等
に
よ
る
物
理
的
な
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改
変
以
外
に
も
様
々
な
流
出
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
本
切
と
同
様
に
、
奥
書
部
分
も
切
り
取
ら
れ
た
か
、
落
丁
或
い
は
破

損
＝
破
却
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
歌
枕
名
寄
』
の
「
原

）
39
（

初
形
態
の
成
立
は
新
後
撰
和
歌
集
の
直
前
」
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
『
新
後
撰
和
歌
集
』
は
正
安
三1301

年
十
一

月
二
十
三
日
に
後
宇
多
上
皇
の
院
宣
を
受
け
た
前
権
大
納
言
為
世
が
、
嘉
元
元1303

年
十
二
月
十
九
日
に
奏
覧
本
を
奉
っ
て
い
る
の
で
、

本
切
を
実
任
真
筆
と
仮
定
す
る
と
、
実
任
の
没
年
（
暦
応
元1338

年
十
二
月
三
日
、
七
十
五
歳
）
を
考
え
て
も
、
静
嘉
堂
文
庫
本
の
書
写

時
期
は
同
書
の
成
立
時
期
に
驥
尾
を
接
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い

）
40
（

。
い
ず
れ
に
し
て
も
成
立
後
間
も
な
い
時
期
の
書
写
で
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
り
、
そ
の
後
の
増
補
以
前
の
原
初
の
形
態
を
と
ゞ
め
た
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
り
、
一
葉
で
は
あ
っ
て
も
こ
ゝ
に
補
う
こ
と
が
で

き
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
る
。

　

も
し
本
切
が
伝
称
通
り
実
任
の
筆
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
『
為

）
41
（

兼
卿
和
歌
抄
』
に
「
実
任
侍
従
」
と
し
て
登
場
す
る
若
き
日
の
三
条
実
任

が
、
和
歌
へ
の
関
心
を
失
わ
ず
（
寧
ろ
深
め
て
）
後
年
ま
で
持
ち
続
け
て
い
た
様
を
目
の
当
た
り
に
見
る
思
い
が
し
て
、
ま
こ
と
に
感
慨

深
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
同
様
に
、
そ
の
極
め
て
早
い
書
写
時
期
を
勘
案
す
れ
ば
、
あ
ま
り
明
瞭
と
は
言
え
な
い
『
歌
枕
名
寄
』
の
撰
者

を
、
実
任
や
そ
の
周
辺
を
含
め
た
大
覚
寺
統
の
周
縁
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
よ
う
が
、
実
任
真
筆
と
い
う
確
証
が
得

ら
れ
な
い
現
状
で
は
、
屋
上
屋
を
架
す
空
論
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
今
後
の
精
査
を
俟
ち
た
い
。

　

流
布
本
系
統
に
属
す
る
新
編
国
歌
大
観
所
収
本
文
と
は
、
歌
の
有
無
、
注
記
の
内
容
、
書
式
等
に
顕
著
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

　

賜
額
田
王
哥

　
　

額
田
王
反
哥

　
　
　

い
に
し
へ
に
こ
ふ
ら
む
と
り
は
郭
公
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ま
し
て
や
な
き
し
わ
か
こ
ふ
る
こ
と

　
　

磯
城
嶋　

哥
雖
多
為
惣
名
故

畧
之

お
ほ
か
た
は
し
き
し
ま
の
と
や
い
ひ
て
ま
し

こ
ひ
し
き
こ
と
の
や
ま
と
な
る
へ
し

〈
注
〉

（
1
） 

料
紙
に
関
し
て
は
、
鎌
倉
期
以
降
の
紙
で
は
純
粋
な
斐
紙
と
い
う
の
は
稀
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
比
較
的
雁
皮
の
含
有
量
が
多
い
と
思
わ
れ
る

も
の
を
「
斐
紙
」
、
判
断
が
付
か
な
い
程
度
の
も
の
を
「
斐
楮
交
漉
紙
」
、
明
ら
か
に
楮
質
の
も
の
を
「
楮
紙
」
と
し
て
扱
っ
た
が
、
観
察
者
に
よ
っ

て
意
見
が
相
違
す
る
場
合
も
存
す
る
（
流
通
的
に
は
斐
楮
交
漉
紙
は
「
斐
紙
」
で
あ
り
、
当
時
の
利
用
者
の
認
識
も
同
様
で
あ
っ
た
が
、
書
誌
的
情

報
と
し
て
弁
別
を
図
っ
て
お
い
た
）
。
本
稿
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
顕
微
鏡
で
繊
維
の
状
態
や
文
字
部
分
の
墨
の
ノ
リ
具
合
な
ど
を
観
察
し
、
手
元
に
あ
る

純
粋
な
斐
紙
・
楮
紙
各
種
の
画
像
と
も
比
較
し
て
判
断
を
下
し
た
。
こ
れ
も
畢
竟
肉
眼
に
よ
る
確
認
・
判
断
な
の
で
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、

従
来
の
経
験
則
に
よ
る
判
断
よ
り
も
少
し
は
客
観
性
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
同
一
写
本
の
一
冊
・
一
巻
全
紙
が
同
一
紙
質
で
あ
る
と
い
う

保
証
も
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
も
手
元
の
一
葉
に
つ
い
て
の
判
断
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
（
尚
、
古
筆
切
に
関
し
て
は
、
紙
質
や
極

札
・
本
紙
の
裏
書
等
は
基
本
的
な
書
誌
情
報
な
の
で
、
可
能
な
限
り
言
及
す
る
こ
と
を
心
掛
け
た
が
、
軸
装
の
書
誌
に
関
し
て
は
今
回
は
一
々
の
寸

法
等
は
省
略
し
、
概
略
を
記
す
に
と
ゞ
め
た
）
。

（
2
） 

字
高
は
、
切
中
の
本
文
で
最
も
高
い
（
上
辺
に
近
い
）
部
分
と
最
も
低
い
（
下
辺
に
近
い
）
部
分
を
選
び
、
計
測
し
た
数
値
を
記
し
た
。

（
3
） 

以
下
、
切
裏
に
関
し
て
記
す
べ
き
情
報
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
々
そ
の
旨
を
注
記
し
な
い
。

（
4
） 

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
七
巻
『
平
安
中
世
私
撰
集
』
（
平
成
五1993

年
八
月
、
朝
日
新
聞
社
）
所
収
（
赤
瀬
信
吾
解
題
）
及
び
第
三
十
四
巻
『
中
世

百
首
歌　

七
夕
御
会
和
歌
懐
紙　

中
世
私
撰
集
』
（
平
成
八1996

年
六
月
、
朝
日
新
聞
社
）
所
収
（
赤
瀬
信
吾
解
題
）
。
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（
5
） 

拙
稿
「
『
現
存
和
歌
六
帖
』
の
成
立
に
関
す
る
諸
問
題
」
（
『
研
究
と
資
料
』
第
十
八
輯
、
昭
和
六
十
二1987

年
十
二
月
）
参
照
。

（
6
） 
呉
文
丙
（
昭
和
四
十1965 

年
六
月
、
理
想
社
〔
非
賣
品
、
二
〇
〇
部
限
定
〕
）
。

（
7
） 
拙
稿
「
「
六
帖
題
和
歌
」
の
周
辺
（
上
）

―
『
現
存
和
歌
六
帖
』
の
原
態
に
つ
い
て

―
」
（
『
中
京
国
文
学
』
第
十
三
号
、
平
成
六1994

年
三
月
）
。

参
照
。

（
8
） 

伊
井
春
樹
・
高
田
信
敬
編
『
古
筆
切
提
要
―
複
製
手
鑑
索
引
―
』
（
昭
和
五
十
九1984

年
一
月
、
淡
交
社
）
所
収
の
影
印
に
依
る
。

（
9
） 

小
松
茂
美
（
平
成
二1990

年
六
月
、
講
談
社
）
図
版
291
～
295
・
298
。

（
10
） 

久
曾
神
昇
編
（
平
成
十
一1999

年
十
一
月
、
汲
古
書
院
）
第
四
十
六
～
四
十
九
図
。

（
11
） 

徳
川
黎
明
會
叢
書
・
古
筆
手
鑑
篇
二
『
蓬
左
・
霜
の
ふ
り
葉
・
八
雲
』
（
昭
和
六
十
一1986

年
二
月
、
思
文
閣
出
版
）
霜
の
ふ
り
葉
・
裏
一
七
（
図

版
125
）
。

（
12
） 

田
中
登
編
（
平
成
十
八2006

年
一
月
、
思
文
閣
出
版
）
九
六
。

（
13
） 

田
中
登
編
著
（
平
成
二
十
九2017

年
五
月
、
武
蔵
野
書
院
）
54
（
日
比
野
浩
信
解
説
）
。

（
14
） 

池
田
和
臣
（2014

年
九
月
、
青
簡
社
）
第
一
章
第
三
節
12
。

（
15
） 『
大
坂
青
山
短
期
大
学
所
蔵
品
図
録
』
第
一
輯
（
平
成
四1992

年
十
月
、
思
文
閣
出
版
）
197
。

（
16
） 

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
三
十
四
巻
『
中
世
百
首
歌　

七
夕
御
会
和
歌
懐
紙　

中
世
私
撰
集
』
（
前
掲
注
４
）
所
収
（
赤
瀬
信
吾
解
題
）
。

（
17
） 

前
掲
注
16
所
収
（
三
村
晃
功
解
題
）
。

（
18
） 『
名
家
古
筆
手
鑑
集
』
（
昭
和
四
十
八1973

年
六
月
、
思
文
閣
→
架
蔵
本
に
は
刊
記
等
が
見
当
た
ら
ず
、
詳
し
い
記
載
内
容
を
有
す
る
注
21
の
記
述
に

拠
っ
た
が
、
注
８
で
は
「
昭
和
四
十
六
年
刊
」
と
記
載
す
る
）
「
古
筆
手
鑑
（
４
）
」
（
83
）
。

（
19
） 

古
筆
手
鑑
大
成
第
二
巻
『
手
鑑
（
白
鶴
美
術
館
蔵
）
』
（
昭
和
五
十
九1984
年
五
月
、
角
川
書
店
）
150
・
表
三
三
ウ
。

（
20
） 

古
筆
手
鑑
叢
刊
１
『
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
古
筆
手
鑑
』
（1999

年
十
月
、
貴
重
本
刊
行
会
）
四
九
。

（
21
） 

田
中
登
（
平
成
九1997

年
九
月
、
風
間
書
房
）
第
二
章
第
十
節
第
28
図
。



86

（
22
） 

田
中
登
編
（
平
成
二
十2008

年
九
月
、
思
文
閣
出
版
）
二
四
。

（
23
） 
田
中
登
編
著
（2015

年
二
月
、
武
蔵
野
書
院
）
50
（
日
比
野
浩
信
解
説
）
。

（
24
） 
前
掲
注
13
所
収
・
56
（
日
比
野
浩
信
解
説
）
。

（
25
） 

国
文
学
研
究
資
料
館
編
（
平
成
十
七2005

年
三
月
、
三
弥
井
書
店
）
第
一
部　

13
（
大
垣
博
蔵
・
久
保
木
秀
夫
解
題
）
・
14
（
兼
築
信
行
蔵
・
同
解

題
）
。

（
26
） 

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
三
十
五
巻
『
大
嘗
会
和
歌　

文
保
百
首　

宝
治
百
首　

六
条
知
家
』
（
平
成
十
五2003

年
四
月
、
朝
日
新
聞
社
）
所
収
（
三
村

晃
功
解
題
）
。

（
27
） 

前
掲
注
16
所
収
（
三
村
晃
功
解
題
）
。

（
28
） 

前
掲
注
16
所
収
（
三
村
晃
功
解
題
）
。

（
29
） 

石
澤
一
志
・
久
保
木
秀
夫
・
佐
々
木
孝
浩
・
中
村
健
太
郎
編
『
日
本
の
書
と
紙
―
古
筆
手
鑑
『
か
た
ば
み
帖
』
の
世
界
』
（
平
成
二
十
四2012

年
六

月
、
三
弥
井
書
店
）
六
一
（
書
誌
解
題
）
。

（
30
） 

田
中
登
編
著
『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集
』
第
四
集
（
前
掲
注
22
）
二
五
。

（
31
） 

福
田
秀
一
・
杉
田
重
行
・
千
艘
秋
男
編
『
謌
枕
名
寄　

下　

静
嘉
堂
文
庫
本
』
（
古
典
文
庫
第
六
〇
一
冊
、
平
成
八1996

年
十
二
月
）
「
解
題
（
福
田

秀
一
）
」
付
記
２
。

（
32
） 

徳
川
黎
明
會
叢
書
・
古
筆
手
鑑
篇
一
『
玉
海
・
尾
陽
』
（
平
成
二1990

年
七
月
、
思
文
閣
出
版
）
玉
海
（
上
）
・
裏
一
七
「
二
条
家
為
貫
朝
臣
」
（
図

版
126
）
。

（
33
） 

徳
川
黎
明
會
叢
書
・
古
筆
手
鑑
篇
三
『
藁
叢
・
桃
江
・
文
車
』
（
昭
和
六
十
一1986

年
八
月
、
思
文
閣
出
版
）
藁
叢
（
人
）
・
表
九
「
吉
田
殿
兼
好
法

師
」
（
図
版
20
）
。

（
34
） 

前
掲
注
25
、
第
一
部
20
（
杉
谷
寿
郎
蔵
・
久
保
木
秀
夫
解
題
）
。

（
35
） 

日
比
野
浩
信
（
平
成
三
十
一2019

年
四
月
、
和
泉
書
院
）
図
版
50
。



冰
青
居
蔵
品
図
録
（
古
筆
切
編
）

87

（
36
） 

前
掲
注
31
「
解
題
」
参
照
。
以
下
、
同
本
に
関
す
る
記
述
は
同
「
解
題
」
に
依
る
。

（
37
） 
福
田
秀
一
・
杉
田
重
行
・
千
艘
秋
男
編
『
謌
枕
名
寄　

上　

静
嘉
堂
文
庫
本
』
（
古
典
文
庫
第
五
九
七
冊
、
平
成
八1996

年
八
月
）
に
依
る
。

（
38
） 
古
筆
手
鑑
大
成
第
四
巻
『
藻
塩
草
（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
』
（
昭
和
六
十1998

年
一
月
、
角
川
書
店
）
64
・
表
一
六
オ
。

（
39
） 『
新
編
国
歌
大
観
』
第
十
巻
（
平
成
四1992

年
四
月
、
角
川
書
店
）
181
「
解
題
（
福
田
秀
一
執
筆
）
」
。

（
40
） 

も
し
実
任
真
筆
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
後
宇
多
天
皇
の
侍
従
と
し
て
大
覚
寺
統
治
世
下
で
官
位
を
ス
タ
ー
ト
し
た
実
任
が
静
嘉
堂
文
庫
本
『
謌
枕

名
寄
』
の
よ
う
な
極
め
て
大
部
の
歌
書
を
書
写
す
る
余
裕
が
あ
っ
た
時
期
は
、
嘉
元
元1301

年
の
任
蔵
人
頭
右
中
将
以
前
（
も
し
歌
枕
名
寄
の
成
立

が
そ
れ
以
前
に
遡
る
と
し
て
）
か
、
徳
治
三1308

年
九
月
十
七
日
（
八
月
十
一
日
と
も
）
の
辞
参
議
か
ら
文
保
三1319

年
四
月
一
日
の
任
左
京
大

夫
の
間
、
母
の
服
喪
の
期
間
で
あ
っ
た
嘉
暦
二1327

年
六
月
か
ら
翌
三
年
七
月
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
じ

く
無
官
で
あ
っ
た
光
厳
・
光
明
両
天
皇
治
世
下
の
京
都
は
間
近
な
戦
禍
と
混
乱
に
慌
た
ゞ
し
く
、
と
て
も
の
こ
と
長
閑
に
歌
書
を
書
写
す
る
よ
う
な

環
境
に
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
実
任
の
高
齢
を
考
え
て
も
こ
れ
ら
の
時
期
は
除
外
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
41
） 

同
書
で
は
、
「
又
あ
ら
ぬ
句
を
と
り
か
へ
、
さ
ま
ゞ
ゝ
の
事
を
つ
く
り
出
て
、
披
露
す
る
た
ぐ
ひ
聞
ゆ
る
。
実
任
侍
従
が
哥
に
『
の
き
の
す
ゞ
め
の
す

に
か
よ
ふ
こ
ゑ
』
と
よ
み
た
り
け
る
と
か
や
。
こ
れ
も
当
時
の
躰
に
被
賞
翫
哥
と
て
、
『
な
げ
し
の
う
へ
に
す
ゞ
め
す
く
へ
り
』
と
か
や
な
し
て
、
披

露
す
る
人
あ
る
よ
し
聞
ゆ
。
返
々
似
無
其
詮
歟
」
（
『
歌
論
歌
学
書
集
成
』
第
十
巻
〔
平
成
十
一1999

年
五
月
、
三
弥
井
書
店
〕
所
収
本
文
〔
小
川
剛

生
校
注
〕
に
依
る
）
と
、
為
兼
に
散
々
に
酷
評
さ
れ
て
い
る
。

 

（
本
学
文
学
部
国
文
学
科
非
常
勤
講
師
）
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〈
図
版
〉

図
版
① 
伝
世
尊
寺
行
尹
筆
四
半
切
（
新
撰
和
歌
六
帖
）



冰
青
居
蔵
品
図
録
（
古
筆
切
編
）

89

図
版
② 

伝
藤
原
家
隆
筆
四
半
切
（
現
存
和
歌
六
帖
）
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図
版
③ 

筆
者
未
詳
四
半
切
（
現
存
和
歌
六
帖
）



冰
青
居
蔵
品
図
録
（
古
筆
切
編
）

91

図
版
④
伝
世
尊
寺
行
俊
（
覚
源
）
筆
四
半
切
（
雲
葉
和
歌
集
）



92

図
版
⑤ 

伝
小
倉
実
名
筆
四
半
切
（
藤
葉
和
歌
集
）



冰
青
居
蔵
品
図
録
（
古
筆
切
編
）

93

図
版
⑥ 

伝
三
条
実
任
筆
四
半
切
（
歌
枕
名
寄
）



94

図
版
⑥ 

裏
面


