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は
じ
め
に

　
　

一　

書
誌
的
事
項
ほ
か

　
　

二　

翻
刻

　
　

三　

人
名
そ
の
他
に
つ
い
て

　
　

お
わ
り
に

は
じ
め
に

総
本
山
仁
和
寺
。
光
孝
帝
の
発
願
、
宇
多
帝
の
開
基
に
な
り
、
門
跡
寺
院
と
し
て

栄
え
た
名
刹
で
あ
る
。
由
緒
あ
る
歴
史
と
と
も
に
、
そ
の
文
化
的
活
動
も
見
過
ご
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
平
安
時
代
末
〜
鎌
倉
時
代
は
じ
め
頃
の
門
跡
・
守
覚
法
親

王
は
歌
会
の
開
催
や
出
詠
、
歌
集
を
撰
進
さ
せ
る
な
ど
、
当
時
の
歌
壇
に
あ
っ
て
重

要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
活
動
は
守
覚
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
守

覚
の
二
代
あ
と
の
門
跡
・
道
助
法
親
王
に
お
い
て
も
、
主
催
し
た
歌
会
の
記
録
が
い

く
つ
か
残
っ
て
お
り
、
守
覚
個
人
の
資
質
の
み
に
依
拠
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な

く
、
仁
和
寺
と
い
う
場
が
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
鎌
倉
時
代
に
限
定
し
て
も
、
そ
の
全
期
間
を
通
じ
て
旺
盛
に
お
こ
な
わ

れ
た
と
推
測
さ
れ
る
仁
和
寺
の
和
歌
活
動
に
つ
い
て
、
そ
の
全
体
像
が
知
ら
れ
る
ほ

ど
、
史
料
が
豊
富
に
残
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
覚
道
筆
『
灌
頂
記
〈
私
〉
）
1
（

』
は
、
稿
者
が
同
寺
聖
教
文
書
類

史
料
紹
介仁

和
寺
蔵
・
覚
道
筆
『
灌
頂
記
〈
私
〉』
紙
背
和
歌
に
つ
い
て

大　
　

内　
　

英　
　

範

の
調
査
・
撮
影
に
う
か
が
っ
た
際
に
た
ま
た
ま
拝
見
し
た
史
料
で
あ
る
が
、
そ
の
紙

背
に
大
き
く
丁
寧
な
字
で
書
か
れ
た
和
歌
に
注
目
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ

た
。
は
じ
め
歌
会
に
使
用
さ
れ
た
懐
紙
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
懐
紙
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
林
譲
氏
か
ら
は
室
町
時
代

の
奉
書
紙
で
あ
る
旨
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

と
は
い
え
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
人
名
は
、
鎌
倉
時
代
の
僧
た
ち
の
も
の
で
あ

る
。
断
片
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
、
鎌
倉
時
代
の
仁
和
寺
に
お
け
る
和
歌
活
動
を
示
す

新
出
史
料
と
し
て
、
許
可
を
得
て
翻
刻
す
る
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
袋
綴
じ
の

紙
背
で
あ
る
た
め
に
、
撮
影
は
で
き
な
か
っ
た
。

一　

書
誌
的
事
項
ほ
か

『
灌
頂
記
〈
私
〉』
は
、
仁
和
寺
御
経
蔵
第
69
函
76
号
、
現
表
紙
に
「
灌
頂
記
〈
私
〉」

「
求
法
沙
門
覚
│道
」
と
あ
る
。
現
表
紙
を
除
い
て
袋
綴
じ
30
丁
。
縦
15
㎝
、
横
26
㎝
。

現
表
紙
は
江
戸
時
代
の
後
補
と
思
わ
れ
る
。
奥
書
に
「
永
正
十
五
年
十
月
廿
三
日
／

成
助
僧
正
以
自
筆
本
／
書
写
之
了
」
と
あ
る
。

成
助
に
つ
い
て
、
し
ば
ら
く
「
仁
和
寺
諸
院
家
記
」（『
群
書
類
従
三
』）
の
記
述

に
よ
る
。
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
に
「
年
廿
四
」、
嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）
に

「
三
十
一
」、
暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
に
「
四
十
四
」
と
あ
る
の
で
、
永
仁
五
年

（
一
二
九
七
）
の
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
内
大
臣
通
重
息
」
と
あ
り
、
父
は
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中
院
通
重
（
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
│
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
））。「
内
大
臣
僧

正
入
道
」
と
号
し
た
。
仁
和
寺
別
当
、
真
光
院
、
教
王
院
、
慈
尊
院
、
蓮
浄
院
、
大

教
院
、
一
長
者
、
寺
務
、
法
務
、
大
僧
正
。

そ
の
成
助
の
自
筆
本
を
、
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
に
覚
道
が
書
写
し
た
の
が
、

こ
の
写
本
で
あ
る
。
覚
道
は
後
柏
原
天
皇
第
二
皇
子
で
、
第
19
世
門
跡
。
生
年
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
。
第
三
皇
子
の
尊
鎮
が
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
生
（『
皇
胤
紹
運

録
』）、
第
四
皇
子
の
覚
喜
が
文
亀
三
年
（
一
五
〇
三
）
生
（『
実
隆
公
記
』）
と
さ
れ
、

そ
も
そ
も
混
乱
し
て
い
る
の
だ
が
、
た
だ
こ
の
二
人
の
弟
よ
り
も
前
の
生
ま
れ
で
あ

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る）2
（

。
永
正
元
年
に
着
袴
を
し
て
い
る
（『
実
隆
公
記
』）
こ
と
が

参
考
に
な
ろ
う
。

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
袋
綴
じ
の
中
に
和
歌
と
、
数
は
少
な
い
が
漢

詩
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
大
き
さ
、
レ
イ
ア
ウ
ト
な
ど
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
鎌
倉

時
代
の
歌
会
で
使
用
さ
れ
た
和
歌
懐
紙
の
写
し
を
反
古
に
し
て
、
上
下
ト
リ
ミ
ン
グ

の
上
、
袋
綴
じ
の
冊
子
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
下
の
ト
リ
ミ
ン
グ
だ
が
、
も

と
の
縦
サ
イ
ズ
の
お
そ
ら
く
ち
ょ
う
ど
半
分
ほ
ど
の
大
き
さ
に
整
え
ら
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
た
和
歌
の
上
下
が
う
し
な
わ
れ
、
断
片
し
か

伝
わ
っ
て
い
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

原
表
紙
は
切
り
離
さ
れ
て
一
紙
の
状
態
で
別
に
残
存
し
て
い
る
。縦
15
㎝
、横
52
㎝
。

「
灌
頂
記
〈
私
〉」「
求
法
沙
門
覚
道
」
と
記
さ
れ
た
原
表
紙
、
そ
の
紙
背
に
「
詠
霞

和
／
は
な
か
す
△
／
た
つ
な
／
そ
れ
と
を
」（「
△
」
は
切
断
さ
れ
て
判
読
難
し
い
が

お
そ
ら
く
「
み
」
の
字
母
「
見
」
の
上
部
）。
こ
の
紙
に
つ
い
て
は
上
部
は
切
断
さ

れ
て
お
ら
ず
、
一
枚
の
ち
ょ
う
ど
下
半
分
を
切
除
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
繰
り
返

し
に
な
る
が
、
1
丁
め
以
降
の
紙
背
に
つ
い
て
は
、
上
下
の
両
方
を
ト
リ
ミ
ン
グ
し

た
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

紙
背
に
書
か
れ
た
文
字
の
筆
者
で
あ
る
が
、
全
体
を
通
し
て
一
筆
で
あ
ろ
う
と
考

え
て
い
る
。
覚
道
に
よ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
、
い
ま
わ
か
ら
な
い）3
（

。

二　

翻
刻

以
下
、
現
表
紙
の
次
、
1
丁
め
か
ら
の
紙
背
に
書
か
れ
た
文
字
を
1
丁
分
ご
と
に

翻
刻
す
る
。
断
片
で
あ
る
ゆ
え
に
歌
意
・
文
脈
を
判
断
し
に
く
い
こ
と
か
ら
、
判
読

を
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
字
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
上
下
の
ト
リ
ミ
ン
グ
に

よ
っ
て
文
字
が
切
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
判
読
不
能
文
字
は
「
△
」
と

し
た
。
改
行
は
「
／
」
と
し
、
そ
の
他
適
宜
注
を
付
し
た
。
な
お
、
作
者
に
つ
い
て

は
次
節
に
ま
と
め
て
述
べ
る
。

1
「
従
儀
師
済
紹
上
／
秋
は
に
し
よ
り
／
そ
な
』
た
の
い
ろ
の
／
ふ
く
れ
」「
袖
の

し
ら
つ
ゆ
よ
／
も
な
と
人
に
と
は
」

注
・
和
歌
二
首
の
断
片
。「
』」
の
と
こ
ろ
に
閉
じ
括
弧
の
よ
う
な
形
の
書
入
れ

が
あ
る
。
お
そ
ら
く
書
本
で
は
そ
こ
で
改
行
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
の
ま
ま
写
し
て
し
ま
い
、
気
付
い
て
印
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
題
は
一

首
め
が
た
と
え
ば
「
秋
夕
暮
」、
二
首
め
が
「
恋
」
な
ど
で
あ
ろ
う
か
。

2
「
哥
／
任
遍
／
ゆ
ふ
ひ
の
か
け
の
／
な
を
い
ろ
ま
さ
△
／
ら
は
」「
恋
／
へ
に
い

く
よ
な
み
た
／
て
き
へ
か
り
へ
り
／
覧
」

注
・
和
歌
二
首
の
断
片
。
一
首
め
の
題
は
や
は
り
「
秋
夕
暮
」
で
あ
ろ
う
か
。

二
首
め
は
「
恋
」
と
い
う
字
が
残
っ
て
お
り
、
や
は
り
「
恋
」
と
い
う
題
だ
っ

た
か
と
思
う
が
、「
恋
」
の
一
字
だ
け
だ
っ
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

3
「
△
／
阿
闍
梨
隆
瑜
／
く
て
す
き
行
／
を
い
ろ
そ
ふ
る
ゆ
ふ
」「
た
み
も
つ
ら
き

／
も
か
け
あ
た
に
む
す
ふ
」

注
・
和
歌
二
首
の
断
片
。
一
首
め
の
題
は
や
は
り
「
秋
夕
暮
」
で
あ
ろ
う
か
。
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4
「
△
／
大
威
儀
師
最
兼
／
や
ま
た
の
い
ほ
の
／
ま
か
き
の
く
れ
の
／
ち
は
」「
し

つ
く
も
い
ろ
に
／
た
れ
を
し
の
た
の
／
た
つ
ゆ
」

注
・
和
歌
二
首
の
断
片
。
二
首
と
も
歌
題
等
不
明
で
あ
る
。

5
「
謌
／
権
律
師
真
成
／
し
た
は
の
こ
ら
／
に
し
く
れ
を
ま
た
ぬ
／
な
」「
ゑ
／
わ

か
み
ひ
と
つ
の
／
て
ゆ
く
い
ね
の
と
は
／
し
」

注
・
和
歌
二
首
の
断
片
。
二
首
と
も
に
歌
題
等
不
明
。

6
「
△
和
哥
／
権
律
師
隆
裨
／
き
て
し
く
る
ゝ
／
は
れ
に
け
り
／
そ
ら
の
あ
き
の
」

「
恋
／
の
そ
の
こ
と
の
は
の
／
よ
も
き
の
も
と
に
／
き
え
や
は
て
な
ん
」

注
・
和
歌
二
首
の
断
片
。
一
首
め
の
題
は
秋
・
時
雨
な
ど
に
関
す
る
も
の
、
二

首
め
は
「
恋
」
ま
た
は
「
〜
恋
」。

7
「
和
哥
／
△
る
／
日
う
つ
ろ
ふ
み
ね
の
／
み
ち
し
く
れ
な
ら
て
／
△
り
け
り
」

「
△
恋
／
は
た
ゝ
お
ほ
か
た
に
／
も
わ
か
み
ひ
と
つ
／
ぬ
ら
し
け
り
」

注
・
和
歌
二
首
の
断
片
。
原
表
紙
の
紙
背
を
除
い
て
唯
一
作
者
の
わ
か
ら
な
い

も
の
。
一
首
め
は
、
時
雨
は
降
ら
な
い
の
に
夕
日
に
よ
っ
て
峰
の
色
が
紅
葉

に
染
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
、「
夕
紅
葉
」
と
い
っ
た
題
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

二
首
め
は
題
の
一
部
で
あ
る
「
恋
」
の
文
字
が
見
え
る
。

8
「
一
首
和
哥
／
聖
俊
上
／
の
す
き
ゆ
く
あ
と
／
こ
ろ
も
て
す
／
の
ゆ
ふ
暮
（「
暮
」

は
「
風
」
に
ナ
ゾ
る
）」

注
・
和
歌
一
首
の
断
片
。
最
後
の
文
字
は
は
じ
め
「
風
」
と
書
い
て
「
暮
」
と

ナ
ゾ
り
書
き
し
て
い
る
。
ま
た
、
詞
書
「
一
」
の
直
前
で
切
除
さ
れ
て
い
る

の
で
、「
二
」
や
「
三
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
相
当
の
余
白
が
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
首
分
の
断
片
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
、「
一
」
と
し

て
お
く
。

9
「
夕
和
謌
／
成
深
／
ち
と
せ
の
あ
き
／
△
き
て
ゆ
ふ
／
に
つ
き
そ
い
」

注
・
和
歌
一
首
の
断
片
。「
あ
き
」「
ゆ
ふ
」
と
見
え
る
の
で
、「
秋
夕
暮
」
な

ど
の
題
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

10
「
哥
／
定
縁
／
を
ゝ
の
か
な
み
た
と
／
な
き
て
す
き
／
れ
の
そ
ら
」

注
・
和
歌
一
首
の
断
片
。
歌
題
や
歌
意
は
い
ろ
い
ろ
と
想
像
は
で
き
る
が
、
こ

こ
で
は
不
明
と
し
て
お
く
。

11
「
哥
／
従
儀
師
済
紹
／
あ
は
れ
は
秋
の
／
月
ま
つ
ほ
と
の
／
△
ろ
こ
ゑ
」

注
・
和
歌
一
首
の
断
片
。
秋
の
歌
で
あ
る
。「
月
ま
つ
ほ
と
」
と
あ
る
の
で
「
夕

暮
」
の
歌
か
。

12
「
和
哥
／
頼
尊
／
へ
の
あ
は
れ
の
／
わ
れ
た
に
ゝ
く
し
／
ゆ
ふ
く
れ
」

注
・
和
歌
一
首
の
断
片
。「
し
」
は
、
は
じ
め
「
ゝ
」
と
書
い
た
上
に
ナ
ゾ
る
。

歌
題
な
ど
不
明
だ
が
、「
夕
暮
」
の
歌
で
あ
る
。

13
「
和
哥
／
任
遍
／
し
い
ろ
め
く
／
か
し
き
に
出
ま
／
く
そ
あ
き
の
ゆ
」

注
・
和
歌
一
首
の
断
片
。
末
尾
は
「
あ
き
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
で
あ
っ
た
で
ろ
う
か

ら
、
や
は
り
「
秋
夕
暮
」
の
よ
う
な
題
で
あ
っ
た
か
。

14
「
哥
／
阿
闍
梨
済
慶
／
れ
な
か
め
な
れ
／
も
な
を
ゆ
ふ
へ
／
と
い
ひ
△
し
」

注
・
和
歌
一
首
の
断
片
。「
ゆ
ふ
へ
」
と
は
あ
る
が
季
節
は
不
明
。

15
「
△
／
大
威
儀
師
最
兼
／
て
お
も
ふ
も
／
そ
の
ゝ
か
み
／
や
こ
の
あ
き
の
」
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注
・
和
歌
一
首
の
断
片
。
秋
の
歌
で
あ
る
。
下
部
は
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
ト
リ

ミ
ン
グ
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
紙
の
ち
ょ
う
ど
上
半
分
が
切
除
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

16
「
和
哥
／
権
律
師
真
成
／
い
れ
ぬ
を
え
て
に
／
む
す
ひ
け
り
秋
／
の
ゆ
ふ
く
れ

の
」注

・
和
歌
一
首
の
断
片
。
や
は
り
「
秋
夕
暮
」
の
よ
う
な
題
で
あ
っ
た
か
。

17
「
△
／
済
慶
／
す
み
の
こ
ろ
も
／
河
風
さ
む
き
／
し
ひ
め
」「
は
に
ほ
は
ぬ
雲
の

／
は
な
の
さ
か
り
の
／
つ
か
し
」

注
・
和
歌
二
首
の
断
片
。
歌
題
等
は
不
明
だ
が
、「（
か
）
す
み
」「
は
な
」
と

あ
る
の
で
、
19
と
同
じ
題
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
同
じ
「
詠
二
首
應
教
和

哥
」
の
際
の
詠
歌
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

18
「
哥
／
任
遍
／
ま
を
と
め
て
す
む
／
み
は
な
れ
ぬ
／
の
き
」「
ろ
を
つ
く
す
な
か

め
／
く
や
ま
の
す
ゑ
／
し
」

注
・
和
歌
二
首
の
断
片
。
歌
題
等
は
不
明
。

19
「
詠
二
首
應
教
和
哥
／
頼
尊
／
霞
／
み
た
ち
こ
む
れ
／
わ
か
は
を
と
は
／
の
み
ち

そ
あ
り
け
る
」「
花
／
と
を
ち
の
山
の
／
な
△
か
す
む
い
△
／
な
る
ら
ん
」

注
・
和
歌
二
首
の
断
片
。
は
っ
き
り
と
「
詠
二
首
應
教
和
歌
」
と
見
え
る
。
一

首
め
「
霞
」、
二
首
め
「
花
」
に
関
す
る
題
で
あ
り
、
17
、
20
、
21
と
一
連

の
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

20
「
△
霞
和
謌
／
成
深
／
か
す
み
の
こ
ろ
も
／
に
ぬ
れ
て
そ
て
／
△
風
」「
花
／
花

の
な
み
こ
す
／
御
舟
の
山
に
／
か
せ
」

21
「
哥
／
朝
暹
／
す
み
は
れ
行
／
△
ら
は
な
く
な
く
」「
や
ま
ち
の
さ
く
ら
／
こ
す

ゑ
に
た
て
／
△
く
也
」

注
・
20
、
21
と
も
和
歌
二
首
の
断
片
。
そ
れ
ぞ
れ
一
首
め
「
霞
」、
二
首
め
「
花

（
さ
く
ら
）」
に
関
す
る
題
。
19
参
照
。

22
「
△
地
閑
只
見
花
／
詩
〈
以
春
為
／
韻
〉
／
定
縁
／
△
客
来
少
只
見
／
神
△
嶺
栖

△
／
渓
園
△
△
△
春
／
青
娥
女
南
△
／
袖
人
桃
李
櫻
梅
／
哥
鴬
出
谷
」

23
「
賦
地
閑
只
見
花
／
詩
〈
以
春
為
／
韻
〉
／
済
慶
／
閑
地
扁
四
時
／
春
丹
霞
満
樹

／
△
雪
△
枝
爐
少
／
離
蕉
雲
色
顕
／
鳥
聲
馴
送
冬
／
△
山
野
眺
望
」

注
・
22
、
23
と
も
漢
詩
一
首
の
断
片
。「
賦
地
閑
只
見
花
」
の
題
が
共
通
し
て

お
り
、
同
じ
詩
会
で
の
作
で
あ
ろ
う
か
。

24
「
△
／
権
律
師
覚
済
／
△
野
寺
の
か
ね
に
／
ま
と
よ
り
に
し
に
／
て
」「
ね
ひ
と

り
す
ま
ゐ
／
あ
は
れ
つ
も
れ
る
／
△
」

注
・
和
歌
二
首
の
断
片
。
歌
題
や
歌
意
な
ど
不
明
。

25
「
水
上
月
光
明
／
一
首
〈
便
用
明
／
字
〉
／
多
持
丸
／
動
心
情
碧
漢
／
明
洲
鶴
不

眠
／
△
梢
戯
雪
晴
／
△
岸
風
白
漁
／
草
清
△
友
興
／
吏
詩
靡
慮
」

26
「
賦
水
上
月
光
明
／
詩
〈
便
用
明
／
字
〉
／
阿
闍
梨
真
成
／
夕
何
事
今
夜
／
明
浴

鳥
未
休
／
尊
争
躍
凍
鋪
／
△
浪
心
冷
△
／
面
晴
想
像
子
／
岸
風
颯
々
」

27
「
賦
水
上
月
光
明
／
一
首
〈
便
用
明
／
字
〉
／
済
慶
／
有
何
事
迴
見
／
明
堤
草
嵐

遇
／
蘆
霜
結
浪
／
夢
白
△
心
暁
／
池
面
晴
琴
酒
／
友
今
加
御
宴
」

注
・
漢
詩
一
首
の
断
片
。
25
、
26
、
27
は
「
賦
水
上
月
光
明
」
と
い
う
題
が
共

通
し
て
お
り
、
同
じ
詩
会
で
の
作
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
25
の
「
梢
」
は
け

も
の
へ
ん
に
も
見
え
る
。
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28
「
な
か
な
る
さ
と
の
／
月
影
う
と
く
か
す
む
」「
福
の
神
す
き
／
は
な
の
し
る
し

そ
春
け
」「
隆
瑜
」

注
・
和
歌
二
首
の
断
片
。
残
存
部
分
少
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
か
す
み
」「
は
な
」

に
関
わ
る
題
で
あ
っ
た
か
。
と
す
れ
ば
、
19
な
ど
と
一
連
の
も
の
か
。
作
者

名
を
末
尾
に
記
す
の
は
本
紙
の
み
。

29
「
和
哥
／
権
律
師
実
瑜
／
そ
れ
か
と
は
ゝ
に
／
を
や
ま
さ
く
ら
／
△
も
」「
△
い

つ
る
浪
の
／
の
き
こ
え
て
／
か
な
」

30
「
謌
／
権
律
師
真
成
／
△
と
の
わ
た
り
の
／
は
な
と
も
み
え
す
／
れ
」「
ま
は
な

か
め
の
／
ふ
き
た
に
お
く
れ
／
か
せ
」

注
・
そ
れ
ぞ
れ
和
歌
二
首
の
断
片
。
歌
題
や
歌
意
は
不
明
。

三　

人
名
そ
の
他
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
第
一
節
に
述
べ
た
「
成
助
」
と
「
覚
道
」
を
除
く
、
紙
背
和
歌
・
漢
詩

に
見
え
る
作
者
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
登
場
順
に
述
べ
る
。

1
・
11
に
見
え
る
「
従
儀
師
済
紹
」
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

2
・
13
・
18
に
見
え
る
「
任
遍
」
は
、「
仁
和
寺
諸
院
家
記
」
の
「
尊
勝
院
」
に
「
任

遍
法
印
」
と
あ
る
。
い
く
つ
か
の
史
料
に
名
前
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、「
血

脈
類
従
記　

十
一
」
に
、
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
七
月
廿
一
日
、
十
六
代
道
助
法

親
王
に
よ
り
付
法
の
記
事
が
見
え
、「
任
遍
僧
都　

三
十
六
、
宮
内
卿
、
法
橋
任
円

子
也
」
と
あ
る）4
（

の
に
従
え
ば
、
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
生
か
。

3
・
28
に
見
え
る
「
隆
瑜
」
は
、「
尊
卑
分
脈
」
に
藤
原
朝
俊
の
子
と
し
て
載
る
）
5
（

。

「
金
剛
定
院
御
室
日
次
記
」
の
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
十
二
月
一
日
の
記
事
に
「
隆

瑜
阿
闍
梨
」
と
あ
る）6
（

。
さ
ら
に
、「
門
葉
記
」
延
応
二
年
（
一
二
四
〇
）
二
月
三
十

日
の
記
事
に
「
隆
瑜
律
師
」
と
あ
る）7
（

の
で
、「
阿
闍
梨
隆
瑜
」
と
あ
る
3
の
歌
は
、

少
な
く
と
も
延
応
二
年
以
前
の
詠
作
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
題
を
同
じ
く

す
る
と
推
測
さ
れ
る
1
の
済
紹
詠
と
2
の
任
遍
詠
も
そ
の
よ
う
に
判
断
で
き
る
。

こ
の
詠
歌
時
期
に
つ
い
て
補
足
す
る
。「
済
紹
」
は
、「
仁
和
寺
記
録　

二
十
八　

金
剛
定
院
御
室
御
入
壇
記
」
の
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
十
二
月
九
日
の
記
事
に
「
従

儀
師
」
と
あ
る）8
（

一
方
、「
血
脈
類
従
記　

十
一
」
の
奝
助
権
大
僧
都
へ
の
道
助
法
親

王
に
よ
る
付
法
の
記
事
は
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
十
一
月
廿
二
日
の
も
の
だ
が
、

こ
こ
に
「
威
儀
師
済
紹
」
と
見
え
る）9
（

。
し
た
が
っ
て
、
済
紹
は
寛
喜
二
年
か
ら
寛
元

元
年
ま
で
に
従
儀
師
か
ら
威
儀
師
に
進
ん
だ
こ
と
に
な
る
。「
従
儀
師
済
紹
」
と
あ

る
1
と
11
の
和
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
少
な
く
と
も
寛
元
元
年
以
前
と
判
断
す
る
こ
と

が
で
き
、
隆
瑜
詠
に
つ
い
て
の
推
測
と
矛
盾
し
な
い
。

な
お
、
先
掲
「
金
剛
定
院
御
室
御
入
壇
記
」
十
二
月
九
日
の
記
事
に
は
、
済
紹
、

任
遍
の
ほ
か
、
24
の
覚
済
（
権
律
師
、
金
剛
王
院
）
と
29
の
実
瑜
（
権
少
僧
都
、
成

就
院
）
の
名
も
見
え
る）10
（

。
ま
た
、
十
日
の
記
事
に
は
4
の
最
兼
（
大
威
儀
師
）
も
見

え
る）11
（

。
4
・
15
に
見
え
る
「
大
威
儀
師
最
兼
」
は
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
二
月
十
六

日
の
「
御
室
相
承
記
」
尊
勝
陀
羅
尼
供
養
の
記
事
に
見
え
（
侍）12
（

）、「
四
辻
殿
記
」
承

久
二
年
（
一
二
二
〇
）
正
月
の
斎
会
の
記
事
に
な
っ
て
「
大
威
儀
師
」
と
し
て
記
さ

れ
る）13
（

。
寛
喜
三
年
（
一
二
四
五
）
二
月
二
十
五
日
に
臨
時
除
目
が
あ
り
、
二
月
六
日

の
一
条
殿
に
お
け
る
中
宮
御
産
の
祈
祷
の
功
に
よ
っ
て
、
法
眼
と
な
っ
た）14
（

。
よ
っ
て
、

4
と
15
の
「
大
威
儀
師
最
兼
」
詠
は
、
そ
れ
以
前
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

5
・
16
・
30
の
「
権
律
師
真
成
」、
26
の
「
阿
闍
梨
真
成
」
で
あ
る
が
、
建
保
二

年
（
一
二
一
四
）
二
月
十
四
日
、
七
條
院
の
新
御
堂
（
歓
喜
壽
院
）
供
養
に
関
す
る

「
諸
事
塔
供
養
記
」
の
記
事
に
「
大
法
師
」
と
見
え
る）15
（

。
同
記
事
中
に
は
29
の
実
瑜

（
律
師
）、
24
の
覚
済
（
大
法
師
）、
4
・
15
の
最
兼
（
行
頭
）、
14
な
ど
の
済
慶
（
十

弟
子
）
の
名
も
見
え
る
。
そ
の
後
い
く
つ
か
の
史
料
に
見
え
る
が
、「
権
律
師
」
と

な
っ
た
時
期
や
、「
阿
闍
梨
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
い
ま
の
と
こ
ろ

不
明
。
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6
の
「
権
律
師
隆
稗
」
に
つ
い
て
は
史
料
に
見
い
だ
せ
ず
、
不
明
。
た
だ
、「
隆

稗・
」
で
な
く
「
隆
禅・
」
か
も
し
れ
な
い
。「
隆
禅
」
の
場
合
、
承
久
元
年
（
一
二
一
〇
）

九
月
十
二
日
、
水
無
瀬
殿
に
お
い
て
「
上
皇
御
悩
」
の
修
法
の
記
事
に
「
大
法
師
」

と
見
え
る）16
（

。
こ
の
記
事
に
は
ほ
か
に
覚
済
と
実
瑜
（
と
も
に
大
法
師
）
も
見
え
る
。

貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
三
月
三
日
に
一
条
殿
で
の
「
後
高
倉
法
皇
御
悩
」
の
修
法

の
記
事
で
は
「
権
律
師
」
と
あ
る）17
（

。
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
の
後
七
日
の
修
法
の

記
事
で
も
「
権
律
師
）
18
（

」。
先
掲
「
仁
和
寺
諸
院
家
記
」
に
よ
れ
ば
心
蓮
院
、
僧
都
。

藤
原
隆
信
息
で
、「
大
夫
僧
都
」
と
号
し
た
と
い
う
。

8
の
「
聖
俊
」
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。「
金
剛
寺
文
書
」
に
見
え
る
人

物
で
あ
ろ
う
か
。
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
二
月
に
は
「
寺
主
大
法
師
」、
寛
元
四

年
（
一
二
四
六
）
十
月
十
日
に
は
「
上
座
伝
燈
大
法
師
位
）
19
（

」。

9
・
20
の
「
成
深
」
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
だ
が
、
道
助
法
親
王
主
催
の
歌
会
「
詠

十
首
和
歌
」
に
そ
の
名
が
見
え
る
。『
新
編
国
歌
大
観
』
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
こ
の

歌
会
は
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
四
月
に
行
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
と
い
う
。
な
お
、

同
歌
会
に
は
29
の
実
瑜
の
名
も
見
え
る
（
権
律
師
）。

10
・
22
の
「
定
縁
」
は
、
先
掲
「
金
剛
定
院
御
室
御
入
壇
記
」
に
見
え
る）20
（

ほ
か
は

史
料
に
見
え
な
い
が
、
十
二
番
め
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
「
続
拾
遺
和
歌
集
）
21
（

」
に
「
権

大
僧
都
定
縁
」
で
一
首
入
集
。「
勅
撰
作
者
部
類
）
22
（

」
で
は
「
法
印
」
と
あ
る
。

12
・
19
の
「
頼
尊
」
は
、「
広
橋
家
記
録
」
の
「
嘉
禄
元
年
大
仁
王
会
記
）
23
（

」（
嘉
禄

元
年
（
一
二
二
五
）
十
月
二
十
日
）
に
、「
講
師
頼
尊　

延
暦
寺
」
と
見
え
る
人
物

で
あ
ろ
う
か
。「
尊
卑
分
脈
」
に
よ
れ
ば
、
僧
正
、
父
は
藤
原
頼
資
）
24
（

。
な
お
、
頼
資

は
広
橋
家
の
祖
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
二
月
三
十
日
死
去
、
五
五
歳
）
25
（

。

14
の
「
阿
闍
梨
済
慶
」、
17
・
23
・
27
の
「
済
慶
」
は
、
5
な
ど
の
「
真
成
」
に

も
既
出
。
そ
の
後
の
い
く
つ
か
の
史
料
に
も
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
が
、「
血
脈

類
従
記　

九
」
の
「
権
僧
正
覚
教
」
の
記
事
中
、「
真
乗
院
」
に
て
嘉
禄
二
年

（
一
二
二
六
）
九
月
五
日
に
二
五
歳
で
灌
頂
を
受
け
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
建

仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
の
生
か
。「
法
眼
大
威
〔
師
脱
カ
〕
儀
最
兼
真
弟
子
」
と
あ
り）26
（

、
4
・
15

に
見
え
る
最
兼
と
の
関
係
が
わ
か
る
。

21
の
「
朝
暹
」
は
、
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
の
史
料
に
「
威
儀
師
」
と
見
え
る）27
（

が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
な
お
、
同
史
料
に
実
瑜
（
法
印
、
法
印
権

大
僧
都
）、
済
紹
（
威
儀
師
）
の
名
も
見
え
る
。

24
の
「
権
律
師
覚
済
」
で
あ
る
が
、
先
掲
「
血
脈
類
従
記　

九
」
の
「
権
僧
正
覚

教
」
の
記
事
中
に
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
三
月
二
十
二
日
に
三
四
歳
で
灌
頂
を
受

け
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
生
か
。
ま
た
、
隆
瑜
、
真

成
の
項
に
も
既
出
。
隆
裨
の
項
で
挙
げ
た
注
17
の
史
料
に
は
「
大
法
師
」
と
あ
り
、

「
権
律
師
」
に
な
る
の
は
こ
れ
以
降
で
あ
る
か
ら
、
24
の
詠
作
は
貞
応
二
年

（
一
二
二
三
）
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
中
山
兼
季
息
で
醍
醐
寺
座
主
、

東
寺
長
者
を
歴
任
し
、
勅
撰
和
歌
集
「
新
後
拾
遺
和
歌
集
」
に
「
前
大
僧
正
覚
済
」

と
見
え
る
「
覚
済
）
28
（

」
も
い
る
が
、
生
没
年
や
履
歴
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
は
別
人
で
あ

ろ
う）29
（

。
25
の
「
多
持
丸
」
は
不
明
。
童
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
25
・
26
・

27
の
漢
詩
は
題
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
同
一
の
詩
会
で
の
作
品
と
思
わ
れ
る
。
真
成
、

済
慶
と
同
時
期
に
仁
和
寺
に
い
た
童
と
推
測
し
て
お
く
。

29
の
「
権
律
師
実
瑜
」
は
、
既
に
成
深
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
道
助
法
親
王
主

催
の
歌
会
「
詠
十
首
和
歌
」（
嘉
禄
元
年
四
月
か
）
に
、
そ
の
名
が
見
え
る
（
権
律

師
）。
ま
た
、
勅
撰
和
歌
集
に
も
五
首
入
集
し
て
い
る）30
（

。「
光
台
院
御
室
伝
」
承
久
三

年
（
一
二
二
一
）
五
月
十
一
日
の
「
御
修
法
事
」
に
「
大
法
師
」
と
し
て
見
え
る
。

な
お
、
同
史
料
に
は
隆
禅
（
律
師
）、
覚
済
（
大
法
師
）
も
見
え
る
。「
仁
和
寺
諸
院

家
記
」
の
「
成
就
院
」
に
見
え
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
閏
十
月

二
十
四
日
に
権
律
師
、
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
五
月
二
十
三
日
に
権
少
僧
都
と
あ

る
。
嘉
禄
元
年
の
「
詠
十
首
和
歌
」
の
際
に
は
権
律
師
で
矛
盾
し
な
い
。
29
の
詠
歌

は
権
律
師
で
あ
っ
た
こ
の
五
年
半
の
間
の
詠
作
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
中
納
言
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僧
正
」
と
号
し
た
と
い
う
。
一
長
者
、
権
僧
正
、
寺
務
、
法
務
、
護
持
僧
。
文
永
元

年
（
一
二
七
〇
）
七
月
六
日
に
六
四
歳
で
没
し
た
と
あ
る
の
で
、
建
永
二
年

（
一
二
〇
七
）
生
か
。「
侍
従
公
仲
息
」
と
あ
り
、
父
藤
原
公
仲
は
藤
原
実
綱
と
歌
人

三
河
内
侍
の
子）31
（

。

お
わ
り
に

以
上
、
十
六
世
紀
は
じ
め
に
書
か
れ
た
袋
綴
じ
の
文
書
の
紙
背
に
残
さ
れ
て
い

た
、
鎌
倉
時
代
の
和
歌
・
漢
詩
の
断
片
に
つ
い
て
、
翻
刻
し
て
示
し
、
そ
こ
に
記
さ

れ
た
人
物
等
を
明
ら
か
に
し
た
。
既
述
の
よ
う
に
1
、
2
、
3
が
延
応
二
年

（
一
二
四
〇
）
以
前
、
4
、
15
が
寛
喜
三
年
（
一
二
四
五
）
以
前
、
29
が
承
久
三
年

（
一
二
二
一
）
か
ら
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
ま
で
な
ど
、
詠
作
の
年
代
を
あ
る
程

度
絞
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
も
あ
っ
た
。
大
体
の
人
物
は
一
二
一
〇
年
ご
ろ
か
ら

一
二
四
〇
年
ご
ろ
の
史
料
に
多
く
登
場
し
、
同
じ
史
料
に
複
数
の
名
を
見
出
せ
る
な

ど
、
お
お
む
ね
同
じ
よ
う
な
時
期
に
同
じ
文
化
圏
に
属
し
て
い
た
人
物
た
ち
だ
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
な
ど
か
ら
推
測
す
る
と
、
本
史
料
は
お
お
む
ね
一
二
二
〇
年
か
ら

一
二
四
〇
年
代
ご
ろ
の
間
に
仁
和
寺
（
控
え
め
に
い
え
ば
仁
和
寺
周
辺
）
で
行
わ
れ

た
歌
会
や
詩
会
の
懐
紙
の
写
し
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
断
片
で
は
あ
る
が
、
鎌
倉

時
代
前
半
の
仁
和
寺
に
お
け
る
和
歌
活
動
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
と
い
っ

て
よ
い
か
と
思
う
。
こ
の
先
ほ
か
に
関
連
資
料
が
見
つ
か
っ
て
、
も
う
少
し
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

【
付
記
】
さ
ま
ざ
ま
助
言
く
だ
さ
っ
た
本
所
の
林
譲
氏
、
藤
原
重
雄
氏
、
川
本
慎
自

氏
、
調
査
・
掲
載
に
あ
た
り
ご
配
慮
く
だ
さ
っ
た
総
本
山
仁
和
寺
の
関
係
各
位
に
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

〔
注
〕

（
1
）  

「
私
」
の
字
だ
け
小
字
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
「〈
私
〉」
の
よ
う
に
表
記
し
た
。

（
2
）  

思
文
閣
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
美
術
人
名
検
索
」（http://w

w
w
.shibunkaku.

co.jp/biography/

）
に
は
、「
大
永
７
年
（
15 

27
）
薨
去
、
28
才
。」
と
あ
り
（
平
成

24
年
８
月
31
日
確
認
）、
そ
れ
に
従
え
ば
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
生
と
い
う
こ
と
か
。

た
だ
し
本
稿
執
筆
時
点
で
そ
の
根
拠
と
な
る
史
料
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。

（
3
）  

『
灌
頂
記
〈
私
〉』
そ
の
も
の
と
筆
跡
を
比
較
す
る
に
は
文
字
の
大
き
さ
が
違
い
過

ぎ
る
の
で
、
短
冊
や
歌
集
の
写
本
な
ど
を
探
し
た
が
、
よ
う
や
く
歌
切
を
一
葉
見
出

し
た
に
過
ぎ
ず
、
確
信
を
も
っ
て
同
筆
と
も
違
う
と
も
い
ま
は
判
断
で
き
な
い
。

（
4
）  

『
大
日
本
史
料
』
五
編
一
九
冊
、
二
一
八
頁
。

（
5
）  

『
大
日
本
史
料
』
四
編
一
六
冊
、
二
五
四
頁
。

（
6
）  

『
大
日
本
史
料
』
五
編
五
冊
、
九
二
五
頁
。

（
7
）  

『
大
日
本
史
料
』
五
編
一
二
冊
、
三
六
一
頁
。

（
8
）  

『
大
日
本
史
料
』
五
編
五
冊
、
九
三
七
頁
。

（
9
）  

『
大
日
本
史
料
』
五
編
六
冊
、
四
一
三
頁
。

（
10
）  

『
大
日
本
史
料
』
五
編
五
冊
、
九
三
七
頁
。

（
11
）  

『
大
日
本
史
料
』
五
編
五
冊
、
九
五
五
頁
。

（
12
）  

『
大
日
本
史
料
』
四
編
八
冊
、
四
五
〇
頁
。

（
13
）  

『
大
日
本
史
料
』
四
編
一
五
冊
、
三
七
五
頁
。

（
14
）  

「
民
経
記
」『
大
日
本
史
料
』
五
編
六
冊
、
三
二
〇
頁
、「
門
葉
記
」
同
三
二
二
頁
。

（
15
）  

『
大
日
本
史
料
』
四
編
一
三
冊
、
五
四
頁
。

（
16
）  

「
孔
雀
経
御
修
法
記
」『
大
日
本
史
料
』
四
編
一
五
冊
、
二
一
〇
頁
。

（
17
）  
「
孔
雀
経
御
修
法
記
」
お
よ
び
「
光
台
院
御
室
伝
」。
と
も
に
『
大
日
本
史
料
』
五

編
一
冊
、
八
六
二
頁
。

（
18
）  
「
東
寺
長
者
続
紙
」『
大
日
本
史
料
』
五
編
四
冊
、
五
一
七
頁

（
19
）  

「
大
衆
集
会
等
事
」（
寛
元
二
年
二
月
）『
大
日
本
史
料
』
五
編
一
七
冊
、
二
八
一
頁
。

「
請
被
特
処
分
先
師
故
覚
心
上
人
遺
跡
状
」（
寛
元
四
年
十
月
十
日
）
同
五
編
二
〇
冊

四
三
九
頁
。
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（
20
）  
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
十
二
月
九
日
。『
大
日
本
史
料
』
五
編
五
冊
、
九
五
三
頁
。

（
21
）  
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
亀
山
上
皇
の
院
宣
を
受
け
て
藤
原
為
氏
が
撰
集
。
弘
安

元
年
（
一
二
七
八
）
一
二
月
総
攬
。

（
22
）  

山
岸
徳
平
編
『
八
代
集
全
註
』
３
（
有
精
堂
、
昭
和
35
年
）
参
照
。

（
23
）  

『
大
日
本
史
料
』
五
編
二
冊
、
八
八
一
頁
。

（
24
）  

『
大
日
本
史
料
』
五
編
一
〇
冊
、
六
一
二
〜
六
一
三
頁
。

（
25
）  

講
談
社
『
日
本
人
名
大
辞
典
』（
平
成
一
三
年
）
に
よ
る
。

（
26
）  

『
大
日
本
史
料
』
五
編
一
四
冊
、
三
〇
頁
。

（
27
）  

寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
十
二
月
六
日
。「
寛
元
御
灌
頂
記
」『
大
日
本
史
料
』
五

編
一
七
冊
、
五
頁
、
一
三
頁
。

（
28
）  

安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）
生
、
乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
死
去
。
七
七
歳
。（
講
談

社
『
日
本
人
名
大
辞
典
』（
平
成
一
三
年
）
に
よ
る
。）

（
29
）  

隆
瑜
の
項
に
示
し
た
史
料
で
「
金
剛
王
院
」
と
注
さ
れ
る
の
は
、
中
山
兼
季
息
の

覚
済
と
誤
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

（
30
）  

続
後
撰
に
一
首
、
続
拾
遺
に
一
首
、
新
後
撰
に
二
首
、
新
続
古
今
に
一
首
。

（
31
）  

後
藤
祥
子
氏
執
筆
「
三
河
内
侍
」（『
和
歌
大
辞
典
』
明
治
書
院
、
昭
和
六
一
年
）
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