
は
じ
め
に

　

今
回
は
、
入
札
目
録
中
に
古
筆
切
の
写
真
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
写
真
が
『
古
筆

学
大
成
』
に
転
載
さ
れ
ず
に
洩
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
目
録
を
取
り

上
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。
洩
れ
た
理
由
の
大
部
分
は
、
目
録
所
載
の
図

版
が
不
鮮
明
だ
か
ら
だ
と
推
測
で
き
る
け
れ
ど
も
、
本
連
載
に
お
い
て

は
、
不
鮮
明
を
承
知
の
上
で
敢
え
て
複
写
す
る
試
み
を
続
け
て
お
り
、

翻
刻
だ
け
で
は
判
断
の
難
し
い
も
の
に
少
し
で
も
判
断
材
料
を
提
供
し

よ
う
と
い
う
さ
さ
や
か
な
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、『
古
筆
学

大
成
』
以
外
に
も
図
版
が
な
い
場
合
を
主
に
し
て
、
積
極
的
に
取
り
上

げ
て
み
た
い
。

　

昭
和
十
年
二
月
八
日
の
『
村
瀬
庸
庵
愛
蔵
品
入
札
並
売
立
目
録
』

（
名
古
屋
美
術
倶
楽
部
）、
そ
れ
に
昭
和
十
四
年
三
月
九
日
の
『
村
瀬
庸

庵
愛
蔵
品
売
立
目
録
』（
名
古
屋
美
術
倶
楽
部
）
の
二
冊
で
あ
る
。
村

瀬
庸
庵
家
の
入
札
は
こ
れ
以
外
に
も
、
昭
和
十
六
年
二
月
二
十
日
に
も

あ
り
、
十
八
年
に
も
行
わ
れ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
二
回
分
の
目
録
は
手

許
に
な
い
。
と
も
に
名
古
屋
美
術
倶
楽
部
で
行
わ
れ
た
入
札
会
の
目
録

で
、「
売
立
」
の
部
を
含
む
の
が
名
古
屋
の
特
徴
で
あ
る
。
名
古
屋
は

尾
張
徳
川
家
の
御
膝
元
の
ゆ
え
か
、
茶
道
も
盛
ん
な
土
地
柄
の
ゆ
え
か
、

道
具
持
ち
の
旧
家
や
コ
レ
ク
タ
ー
も
多
い
様
子
で
、
入
札
会
も
東
京
・

大
阪
に
劣
ら
ず
盛
ん
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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古
筆
切
拾
塵
抄
・
続
（
七
）

―
―
入
札
目
録
の
写
真
か
ら
―
―　
　
　
　
　
 　
　

小　

島　

孝　

之

   ．



一　

昭
和
十
年
二
月
八
日 

　
 　
『
村
瀬
庸
庵
愛
蔵
品
入
札
売
立
』

　

村
瀬
庸
庵
家
の
入
札
会
に
は
多
く
の
古
筆
切
が
出
品
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
は
今
も
現
存
し
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
出
版
物
に
図
版
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
し
か
し
、
掲
載
を
上
述
の
よ
う
に
見

送
ら
れ
た
物
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
拾
い
上
げ
て
行
こ
う
。

　

一
三　
　
「
後
醍
醐
天
皇　

吉
野
切　

あ
ふ
と
み
る　

極
数
々
」

　
　
『
古
筆
学
大
成
』
に
は
釈
文
だ
け
で
写
真
は
な
い
。
翻
刻
は
『
古
筆

切
資
料
集
成
巻
四
』
に
も
あ
り
、
伊
井
春
樹
氏
の
研
究
も
備
わ
る
。
し

か
し
、
い
ず
れ
に
も
写
真
は
な
い
。
実
は
、
大
正
十
四
年
十
一
月
発
行

の
『
ふ
る
か
ゝ
み
（
内
題
は
布
留
鏡
）』
第
二
号
に
、
写
真
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
書
物
自
体
が
入
手
困
難
か
つ
閲
覧
困
難
な
の

で
、
せ
っ
か
く
図
版
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
古
筆
学
大
成
』
に

す
ら
転
載
さ
れ
ず
に
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
『
ふ
る
か
ゝ
み
』
の
写

真
の
方
が
大
き
く
鮮
明
な
の
で
、
そ
ち
ら
を
転
載
す
る
。（
図
１
）

　　　　

　

翻
刻
は
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
が
、
翻
刻
も
付
す
べ
き
だ
と
の
要
望
も
あ

る
の
で
、
付
し
て
お
く
。

　　
　
　
　
　
　
　
　

あ
ふ
と
み
る

　
　
　

う
つ
　ゝ
　
　
　

ゆ
め
た
に

　
　
　
　
　
　

の　
　
　
　
　

せ
め
て

　
　
　
　
　

う
さ
は　
　
　
　
　

さ
め

　
　
　
　
　
　

さ
も　
　
　
　
　
　

さ
ら
は

　
　
　
　
　
　
　

あ
ら
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
れ 
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図１　吉野切



　
「
吉
野
切
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
伊
井
春
樹
氏
の
『
堀
河
百

首
』
初
�
本
説 
（
注
１
）
と
、
小
松
茂
美
氏
の
散
逸
『
恋
部
集
』
断
簡
説 
（
注
２
）
と
が
あ

る
。
す
で
に
本
連
載
の
（
四
）
で
触
れ
た 
（
注
３
）
。

　

一
四　
　
「
俊
頼
卿　

民
部
切　

す
み
よ
し
の
」

　

伝
源
俊
頼
筆
「
民
部
切
」
古
今
集
の
断
簡
。
巻
十
七
、
九
○
六
番
和

歌
〜
九
○
九
番
作
者
名
の
部
分
。『
古
筆
学
大
成
』
は
こ
れ
を
大
正
八

年
十
月
二
十
日
の
『
旧
二
本
松
藩
主
丹
羽
家
並
ニ
某
家
御
蔵
品
入
札
目

録
』
の
写
真
に
よ
っ
て
翻
刻
の
み
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

『
古
筆
切
資
料
集
成
巻
一
』
で
は
、
右
の
丹
羽
家
の
目
録
と
昭
和
十
四
年

三
月
九
日
の
村
瀬
家
目
録
を
挙
げ
て
、
翻
刻
を
掲
げ
て
い
る
。
十
四
年

の
目
録
の
写
真
の
方
が
鮮
明
な
の
で
、
そ
ち
ら
の
方
を
転
載
す
る
。
十

四
年
の
目
録
に
は
、「
了
任
極
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
の
で
、
古
筆
了

任
の
極
札
が
付
属
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
図
２
）

　
　
「
民
部
切
」
は
唐
紙
の
剥
落
の
た
め
に
読
め
な
く
な
っ
て
い
る
も
の

も
少
な
く
な
い
。
本
断
簡
も
多
少
読
み
づ
ら
い
部
分
が
あ
る
が
、
次
に

翻
刻
を
試
み
る
。

（
翻
刻
）

　
　

す
み
よ
し
の
き
し
の
ひ
め
ま
つ
ひ
と
な
ら
は

　
　

い
く
よ
か
へ
し
と
ゝ
は
ま
し
も
の
を

　
　

あ
つ
さ
ゆ
み
い
そ
へ
の
こ
ま
つ
た
か
よ
に
か

　
　

よ
ろ
つ
よ
か
ね
て
た
ね
を
ま
き
け
ん

　
　
　
　

こ
の
う
た
は
あ
る
人
の
い
は
く
柿
本
人
丸

　
　

か
く
し
つ
ゝ
よ
を
や
つ
く
さ
む 
た
か
さ
こ
の

　
　

を
の
へ
に
た
て
る
ま
つ
な
ら 
な
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
興
風

　　

□
で
囲
ん
だ
文
字
は
極
め
て
判
読
困
難
な
個
所
。
辛
う
じ
て
読
ん
だ

が
、
自
信
は
な
い
。
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図２　民部切



　

一
五　
　
「
後
京
極
良
経
卿　

小
色
紙　

あ
り
い
て
ぬ　

了
意
極
」

　

見
出
し
に
あ
る
「
あ
り
い
て
ぬ
」
は
「
あ
り
ハ
て
ぬ
」
の
誤
読
ら
し

い
こ
と
は
分
る
が
、
本
文
の
読
解
は
極
め
て
困
難
。
天
地
に
雲
形
が
あ

り
、
一
首
三
行
書
き
の
和
歌
と
思
わ
れ
る
が
、
内
容
は
不
明
と
せ
ざ
る

を
得
な
い
。『
新
編
国
歌
大
観
』
の
索
引
で
も
該
当
し
そ
う
な
和
歌
を

検
索
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
不
鮮
明
だ
が
、
写
真
の
み
掲
げ
て

お
く
。（
図
３
）

　

一
六　
　
「
薩
摩
守
忠
度　

歌
切　

う
ち
し
よ
り
」

　
『
清
正
集
』
の
八
三
番
〜
八
四
番
の
八
行
。『
古
筆
学
大
成
』
に
は

『
呉
文
炳
蒐
集
手
蹟
目
録
』
の
写
真
を
転
載
し
て
お
り
、
同
一
物
に
見

え
る
の
だ
が
そ
ち
ら
は
九
行
で
あ
る
。
さ
ら
に
呉
家
断
簡
は
一
行
目

「
返
し
」
の
右
即
ち
冒
頭
に
余
白
は
ほ
と
ん
ど
な
い
状
態
な
の
だ
が
、

村
瀬
家
の
断
簡
は
末
尾
の
八
五
番
の
詞
書
に
相
当
す
る
一
行
を
切
り
落

と
し
、
か
つ
冒
頭
の
右
端
に
余
白
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
わ
ざ
わ
ざ
末
尾
に
次
の
歌
の
詞
書
を
一
行
を
書

き
足
す
よ
う
な
必
然
性
は
全
く
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
点
か
ら
も
村

瀬
家
の
断
簡
に
手
を
加
え
て
呉
家
の
断
簡
を
作
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
と
な
れ
ば
、
当
該
村
瀬
家
の
断
簡
は
模
写
か
何
か
だ
と
考
え
ざ
る

を
得
な
い
。
な
お
、
呉
氏
の
断
簡
は
そ
の
後
、
昭
和
五
十
一
年
九
月
の

『
思
文
閣
墨
蹟
資
料
目
録
』
第
六
十
三
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
参
考
の
た

め
に
、
両
者
の
写
真
を
並
べ
て
転
載
し
て
お
く
。（
図
４
―
１
）（
図
４

―
２
）
よ
く
よ
く
見
る
と
、
両
者
の
間
に
、
虫
食
い
の
穴
の
位
置
に
相

違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
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図３　伝良経筆色紙



　

一
七　
　
「
定
家
卿　

色
紙　

ゆ
く
す
衛
乃　

極
数
々
」

　

唐
紙
に
歌
一
首
を
書
い
て
い
る
ら
し
い
が
、
剥
落
と
写
真
の
不
鮮
明

と
が
重
な
っ
て
、
内
容
を
ほ
と
ん
ど
読
み
取
れ
な
い
の
で
省
略
す
る
。

　

一
八　
　
「
定
家　

五
首
歌
切　

ね
ぬ
る
よ
の　

極
数
々
」

　

衣
笠
家
良
の
家
集
で
あ
る
。
こ
の
断
簡
に
つ
い
て
は
す
で
に
久
保
木

哲
夫
氏
の
、「『
家
良
集
』
考
―
伝
定
家
筆
五
首
切
を
中
心
に
―
」
と
い

う
論
文
が
あ
り 
（
注
４
）
、
本
断
簡
も
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。『
古
筆
学
大
成
』『
古

筆
切
資
料
集
成
巻
三
』
に
も
本
文
の
翻
刻
は
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

写
真
の
み
掲
げ
て
お
く
。（
図
５
）
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図４－２　清正集切（呉家蔵） 図４－１　清正集切

図５　家良集切



　
　

二
八　
　
「
俊
忠
卿　

貫
之
家
歌
合
」

　

二
十
巻
本
歌
合
の
い
わ
ゆ
る
「
二
条
切
」
で
あ
る
。
当
該
歌
合
は

『
平
安
朝
歌
合
大
成 
﹇
増
補 
新
訂
﹈
一
』
の
「
三
九　

天
慶
二
年
二
月
廿
八

日　

貫
之
歌
合
」
で
、
本
断
簡
は
廿
巻
本
断
簡
Ａ
と
し
て
収
め
ら
れ
て

い
る
。
萩
谷
朴
氏
も
こ
の
村
瀬
家
の
目
録
掲
載
写
真
に
よ
っ
て
翻
刻
し

て
い
る
。
現
在
は
耕
三
寺
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ら
し
く
、『
古

筆
切
資
料
集
成
巻
五
』
は
同
館
の
図
録
に
よ
り
翻
刻
を
し
て
い
る
。
た

だ
八
番
歌
ま
で
し
か
写
真
が
な
い
ら
し
く
、
翻
刻
は
八
番
歌
で
終
っ
て

い
る
。
後
掲
の
如
く
、
村
瀬
家
入
札
目
録
の
段
階
で
は
十
二
首
あ
っ
た

の
で
、
入
札
の
後
に
分
割
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
図
録
の
写
真
が
部

分
写
真
で
あ
っ
て
一
部
だ
け
の
掲
載
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
か
は
不
明

で
あ
る
。『
歌
合
大
成
』
の
翻
刻
は
正
確
無
比
で
あ
る
が
、
漢
字
を
当

て
た
り
、
補
入
部
分
を
本
文
に
取
り
込
む
な
ど
し
て
読
み
易
く
加
工
し

て
あ
る
か
ら
、
原
状
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
写
真
を
転
載
し
、
あ
ら
た
め

て
翻
刻
を
も
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。（
図
６
）

（
翻
刻
）

　
　

貫
之
家
歌
合

　
　
　
　

は
し
め
の
春

　
　
　
　

左

　
　

し
ら
ゆ
き
の
み
に
ふ
り
な
か
ら
む
め
の
は
な

　
　

を
り
つ
る
ほ
と
に
は
る
は
き
に
け
り

　
　
　
　

右

　
　

う
く
ひ
す
の
す
た
ち
し
ひ
よ
り
は
る
／
＼
と

　
　

お
も
ひ
は
ね 
�
   
 
そ
ま
つ
な
か
れ
け
る

に

　
　
　
　

恋　

左

　
　

ひ
と
し
れ
ぬ
こ
ひ
の
な
み
た
は
う
く
ひ
す
の
は

　
　

つ
こ
ゑ
に
こ
そ
な
か
れ
い
て
ぬ
れ

　
　
　
　

右

　
　

い
か
な
ら
ん
と
き
か
わ
す
れ
む
は
る
か
す
み
た

　
　

ち
ゐ
る
そ
ら
も
き
み
そ
こ
ひ
し
き

　
　
　
　

な
か
の
は
る

　
　
　
　

左

　
　

ま
つ
た
ち
て
す
き
に
し
は
る
は
か
ひ
も
な
し

　
　

と
ま
る
は 
�
   

な
も
の
と
け
か
ら
な
ん

は

　
　
　
　

右

　
　

さ
く
ら
は
な
に
ほ
ふ
さ
か
り
を
み
る
と
き

　
　

は
心
も
は
る
の
な
か
に
こ
そ
い
れ

　
　
　
　

恋

　
　
　
　

左

　
　

わ
か
こ
ひ
は
は
る
の
な
か
は
に
な
り
に
け
り
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は
な
の
に
ほ
ひ
に
か
け
や
み
ゆ
る
と

　
　
　
　

右

　
　

は
る
は
な
ほ
く
る
し
か
り
け
り
さ
く
ら
は
な
い

　
　

ろ
の
つ
き
つ
ゝ
恋
の
ま
さ
れ
は

　
　
　
　

は
る
の
は
て

　
　
　
　

左

　
　

あ
た
な
り
と
よ
に
い
ふ
は
な
は
ち
ら
す
し

　
　

て
す
き
ゆ
く
は
る
そ
か
ひ
な
か
り
け
る

　
　
　
　

右

　
　

は
な
も
み
な
お
の
か
ち
り
／
＼
は
か
な
き
を
は

　
　

る
を
み
す
て
ゝ
ゆ
く
そ
か
な
し
き

　
　
　
　

恋

　
　
　
　

左

　
　

こ
ひ
と
い
へ
は
ま
つ
い
て
た
ち
て
は
る
も

　
　

み
な
ゆ
く
ら
ん
か
た
も
し
ら
す
も
あ
る
か
な

　
　
　
　

右

　
　

と
し
こ
と
に
花
に
お
く
る
ゝ
み
に
し
あ
れ
は
こ

　
　

ひ
せ
ぬ
は
る
の
な
き
そ
わ
ひ
し
き

　　

二
九　
　
「
東
本
願
寺
伝
来
後
二
条
院　

御
宸
�　

和
漢
朗
詠
集　

二
巻
」
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伝
後
二
条
院
筆
の
「
和
漢
朗
詠
集
切
」
は
数
種
知
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
と
は
別
の
巻
子
本
で
お
そ
ら
く
完
本
と
思
わ
れ
る
。
写
真
は
上

下
二
巻
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
写
真
で
、
上
巻
は
書
名
と
目
録
か
ら
「
早

春
」
の
和
歌
ま
で
の
冒
頭
部
分
、
下
巻
は
「
慶
賀
」
の
標
題
か
ら
書
名

ま
で
の
巻
末
部
分
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
原
本
が
現
存
す
る
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
転
載
・
翻
刻
と
も
割
愛
す
る
。

　

七
六
番
か
ら
「
売
立
之
部
」
と
な
り
、
以
下
十
一
点
の
古
筆
関
係
の

懸
幅
の
写
真
が
あ
る
。
順
に
見
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

七
六　
　
「
後
光
明
院　

色
紙　

雲
よ
梨
も
」

　
　
『
続
拾
遺
集
』
巻
二
の
一
○
四
番
歌
一
首
を
散
ら
し
書
き
し
た
色
紙

で
あ
る
。
古
筆
と
称
す
べ
き
も
の
で
も
な
く
、
色
紙
な
の
で
省
略
す
る
。

　

七
七　
　
「
後
花
園
院　

小
色
紙　

勾
当
内
侍
下
絵　

と
こ
と
は
に
金
葉
集
立
秋
」

　
　
『
金
葉
集
』
巻
三
の
一
五
六
番
歌
を
書
い
た
色
紙
で
あ
る
。
右
と
同

じ
理
由
で
省
略
す
る
。

　

七
八　
　
「
弘
法
大
師　

隅
寺
心
経
」

　

伝
弘
法
大
師
筆
の
写
経
の
中
に
一
枚
の
用
紙
に
『
般
若
心
経
』
を
書

写
し
た
も
の
が
多
数
存
在
し
、
楷
書
で
書
か
れ
た
も
の
に
「
隅
寺
心

経
」
の
名
を
、
特
殊
な
字
形
を
取
る
も
の
に
、
鼠
の
足
跡
の
よ
う
な
字

形
だ
と
い
う
意
味
で
「
鼠
跡
心
経
」
の
名
を
付
け
て
呼
ぶ
一
群
が
あ
る
。

本
品
は
こ
の
「
隅
寺
心
経
」
に
該
当
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
取
り
立
て

て
意
味
の
あ
る
も
の
で
も
な
い
の
で
省
略
す
る
。

　

七
九　
　
「
菅
公　

北
野
切
」

　

伝
菅
原
道
真
筆
の
写
経
に
は
、「
讃
岐
切
」「
河
内
切
」「
筑
紫
切
」

「
紫
切
」
等
の
名
を
付
け
ら
れ
た
古
筆
切
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、「
北
野

切
」
な
る
呼
称
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
道
真
が
北
野
天
神
に
祀
ら
れ
た

こ
と
に
因
む
命
名
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
省
略
に
従
う
。

　

八
○　
　
「
西
行　

白
川
切　

は
る
こ
と
に
」

　

伝
西
行
筆
「
白
河
切
」
後
�
集
巻
一
の
巻
末
部
分
で
あ
る
。
こ
の
断

簡
は
『
古
筆
学
大
成
』
が
個
人
蔵
と
し
て
鮮
明
な
写
真
を
掲
載
し
て
お

り
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　

八
一　
　
「
俊
成
卿　

歌
切　

す
へ
ら
き
の
」

　

伝
俊
成
筆
『
源
氏
物
語
』
断
簡
で
あ
る
。
見
出
し
に
極
め
が
あ
る
と

は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、「
俊
成
筆
」
と
い
う
の
が
古
筆
見
に
よ
る

鑑
定
な
の
か
否
か
不
明
で
あ
る
が
、
不
鮮
明
な
が
ら
も
、
到
底
俊
成
の

筆
跡
と
は
思
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
伝
俊
成
筆
の
「
源
氏
物
語
切
」
と

し
て
は
、『
古
筆
学
大
成
』
に
た
だ
一
葉
、
徳
川
黎
明
会
所
蔵
手
鑑

『
藁
叢
』
所
収
の
断
簡
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
東
屋
」
巻
の
一
葉
で
あ

る
。
他
に
、
小
林
強
氏
が
こ
れ
と
同
筆
の
ツ
レ
の
断
簡
と
し
て
中
村
健

太
郎
氏
所
蔵
の
同
じ
「
東
屋
」
巻
の
一
葉
を
記
し
て
い
る 
（
注
５
）
。
中
村
氏
蔵

の
一
葉
は
写
真
が
な
く
比
較
が
で
き
な
い
の
で
暫
く
措
き
、『
藁
叢
』
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の
写
真
と
見
比
べ
る
と
、
同
筆
の
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
見
え
る
。
本

文
系
統
は
別
本
系
の
や
や
特
異
な
本
文
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
小
林
氏

に
よ
れ
ば
中
村
氏
蔵
の
一
葉
も
別
本
系
だ
そ
う
で
あ
る
。
ツ
レ
の
可
能

性
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。（
図
７
） 

　
　
（
翻
刻
）

　
　

給
へ
り

　
　
　
　

す
へ
ら
き
の
か
さ
し
に
お
る
と
ふ
ち

　
　
　
　

の
は
な
お
よ
は
ぬ
え
た
に
そ
て
か
け
て
け
り

　
　

う
け
は
り
た
る
そ
に
く
き
や

　
　
　
　

よ
ろ
つ
世
を
か
け
て
に
ほ
は
ん
は
な

　
　
　
　

な
れ
は
け
ふ
を
も
あ
か
ぬ
い
ろ
と
こ
そ
み
れ

　
　

又
た
れ
と
か

　
　
　
　

君
か
た
め
お
れ
る
か
さ
し
は
む
ら

　
　
　
　

さ
き
の
く
も
に
お
と
ら
ぬ
は
な
の
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
き
か

　
　
　
　

よ
の
つ
ね
の
色
と
も
み
え
す
く
も
ゐ

　
　
　
　

ま
て
た
ち
の
ほ
り
た
る
ふ
ち
な
み
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
な

　

八
二　
　
「
顕
輔
卿　

鶉
切　

あ
ひ
み
む
と
」

　

見
出
し
に
は
「
顕
輔
卿
」
と
あ
る
が
、
内
容
は
『
続
後
�
集
』
巻
十

三
、
七
九
六
番
下
句
〜
七
九
八
番
上
句
な
の
で
、「
鶉
切
」
で
は
な
い
。

『
続
後
�
集
』
を
書
写
し
た
、
伝
津
守
国
夏
筆
「
長
尾
切
」
が
、「
鶉

切
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
料
紙
に
書
写
さ
れ
て
い
る
事
を
『
古
筆
学
大
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成
』
が
明
ら
か
に
し
た
。「
鶉
切
」
が
決
し
て
顕
輔
の
筆
跡
で
も
な
け

れ
ば
、
顕
輔
の
時
代
で
す
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
あ

る
。
筆
跡
の
印
象
批
評
が
当
て
に
な
ら
な
い
こ
と
を
実
証
す
る
貴
重
な

例
で
あ
っ
た
。
書
写
時
代
の
推
定
は
や
は
り
相
当
の
誤
�
の
危
険
性
を

孕
ん
で
い
る
こ
と
を
覚
悟
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う 
（
注
６
）
。

　

さ
て
、
本
断
簡
も
、
翻
刻
は
『
古
筆
切
資
料
集
成
巻
二
』
に
あ
る
が
、

写
真
は
未
紹
介
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
掲
出
し
て
お
く
。（
図
８
） 

　
（
翻
刻
）

　
　
　
　

た
の
む
る
こ
と
を
た
れ
に
見
せ
ま
し

　
　
　
　
　
　

恋
哥
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
参
議
教
長

　
　
　
　

あ
ひ
み
む
と
い
つ
は
り
に
た
に
た
の
め
を
け

　
　
　
　

露
の
い
の
ち
の
か
ゝ
る
は
か
り
に

　
　
　
　
　
　

百
首
哥
よ
み
侍
け
る
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

殷
富
門
院
大
輔

　
　
　
　

た
の
み
け
る
わ
か
こ
ゝ
ろ
こ
そ
は
か
な
け
れ

　
　
　
　

　

八
三 
　
「
家
隆
卿　

中
院
切　

い
く
か
へ
り　

極
数
々
」

　

伝
藤
原
家
隆
筆
「
中
院
切
」
千
載
集
の
断
簡
で
あ
る
。
巻
二
、
一
二

七
番
和
歌
〜
一
二
九
番
和
歌
の
部
分
で
あ
る
。『
古
筆
学
大
成
』『
古
筆

切
資
料
集
成
巻
二
』
と
も
に
翻
刻
の
み
を
掲
げ
る
。（
図
９
） 
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（
翻
刻
）

　
　
　

い
く
か
へ
り
け
ふ
に
わ
か
身
の
あ
ひ
ぬ
ら
ん

　
　
　

お
し
き
は
は
る
の
す
く
る
の
み
か
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
仲
綱

　
　
　

身
の
う
さ
も
花
見
し
ほ
と
は
わ
す
ら
れ
き

　
　
　

は
る
の
わ
か
れ
を
ゝ
し
む
の
み
か
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
経
家
朝
臣

　
　
　

い
つ
か
た
と
は
る
の
ゆ
く
ゑ
は
し
ら
ね
と
も

　
　
　

お
し
む
心
の
さ
き
に
た
つ
ら
ん 

　

八
四　
　
「
兼
好　

越
前
切　

か
ら
こ
ろ
も
」

　

伝
兼
好
法
師
筆
「
越
前
切
」
伊
勢
物
語
の
断
簡
で
あ
る
。
第
九
段
の

「
東
下
り
」
の
章
段
の
一
節
で
、『
古
筆
学
大
成
』
は
本
図
を
複
写
し
て

い
る
。
ま
た
、『
古
筆
切
資
料
集
成
巻
四
』
も
翻
刻
を
掲
載
し
て
い
る
の

で
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

　

八
五　
　
「
寂
然　

村
雲
切
定
家
加
筆　

見
つ
に
さ
へ
」

　

伝
寂
然
筆
・
定
家
加
筆
の
「
村
雲
切
」
貫
之
集
の
断
簡
で
あ
る
。
定

家
自
身
に
よ
る
書
入
れ
の
あ
る
貴
重
な
も
の
で
、
多
く
の
断
簡
が
知
ら

れ
て
い
る
。
本
断
簡
は
巻
二
の
一
○
六
〜
一
○
九
番
に
相
当
す
る
箇
所

で
あ
る
。『
古
筆
学
大
成
』
に
は
翻
刻
の
み
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、『
古

筆
切
資
料
集
成
』
に
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
こ
に
転
載

し
て
お
く
。（
図　

） 
１０
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（
翻
刻
）

　
　
　

み
つ
に
さ
へ
は
る
や
く
る
ゝ
と
た
ち
返
り

　
　
　

い
け
の
ふ
ち
な
み
お
り
つ
ゝ
そ
み
る

　
　
　
　
　

は
ら
へ
し
た
る
と
こ
ろ

　
　
　

こ
の
か
は
に
は
ら
へ
て
な
か
す
こ
と
の
は
ゝ

　
　

な
み
の
は
な
に
そ
た
く
ふ
へ
ら
な
る

　
　
　
　

七
月
ひ
こ
ほ
し
見
る
と
こ
ろ

　
　

あ
ま
の
か
は
よ
ふ
か
く
き
み
は
わ
た
る
と
も

　
　

人
し
れ
す
と
は
お
も
は
さ
ら
な
む

　
　
　
　

を
と
こ
の
は
き
の
は
な
み
た
る
と
こ
ろ 

　
　
　

お
な
し
え
に
は
な
は
さ
け
れ
と
秋
は
き
の
し
た
は
に
わ
き
て
心
を
そ
や
る

　
　

　

末
尾
二
行
は
加
筆
で
定
家
風
の
文
字
と
見
え
る
。
村
雲
切
に
は
定
家

に
よ
る
書
入
れ
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
も
定
家
に
よ
る

書
入
れ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

八
六　
　
「
兼
好　

短
冊　

か
く
て
ま
た
」

　

兼
好
の
署
名
入
り
の
和
歌
短
冊
で
あ
る
。
兼
好
の
真
筆
と
さ
れ
る
も

の
と
比
較
し
て
も
似
て
お
り
、
真
筆
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
な
に
せ
偽

物
の
多
い
短
冊
の
こ
と
で
も
あ
り
、
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
と
し
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。（
図　

） 
１１
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図１０　村雲切

図１１　短冊



　
（
翻
刻
）

　
　

か
く
て
ま
た
ふ
た
ゝ
ひ
御
代
に
た
ち
か
へ
り

　
　

あ
と
を
い
た
の
め
し
き
し
ま
の
道　
　

兼
好

　　

こ
れ
を
実
際
に
兼
好
の
歌
と
仮
定
す
る
と
、「
再
び
御
代
に
立
ち
返

り
」
と
あ
る
か
ら
、
持
明
院
統
か
ら
大
覚
寺
統
に
、
ま
た
は
大
覚
寺
統

か
ら
持
明
院
統
へ
皇
位
が
戻
っ
た
こ
と
を
言
い
、「
跡
追
い
頼
め
敷
島

の
道
」
は
先
人
の
例
に
な
ら
っ
て
、
勅
�
集
�
進
の
命
を
受
け
る
こ
と

を
言
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
当
て
は
ま
り
そ
う
な
の
は
、
二
条
為

世
が
再
度
勅
�
集
の
�
者
に
任
じ
ら
れ
、
勅
�
集
を
�
進
す
る
こ
と
に

な
っ
た
『
続
千
載
集
』
に
関
わ
る
動
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
�
進
を
祝

福
す
る
歌
で
あ
ろ
う
か
。
頓
阿
の
『
草
庵
集
』
に
、

　
　
　
　

和
歌
所
三
首
に
、
寄
道
祝

　
　

か
く
て
又
ふ
か
き
に
か
へ
る
我
君
の

　
　

め
く
み
を
四
方
に
し
き
し
ま
の
み
ち

　
　
　
　

続
千
載
奏
覧
の
後
、
和
歌
所
に
て
人
々
歌
よ
ま
れ
し
に
、
お

　
　
　
　

な
し
心
を

　
　

し
き
し
ま
の
道
も
た
え
せ
し
君
か
代
に

　
　

つ
き
て
千
と
せ
の
跡
そ
の
こ
れ
る

と
い
う
二
首
が
あ
る
。
当
該
短
冊
の
歌
と
も
共
通
す
る
意
識
が
見
え
る
。

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
ケ
ー
ス
を
指
し
示
す
よ
う
な

歌
を
偽
作
す
る
と
も
考
え
に
く
く
、
こ
の
短
冊
は
実
際
に
兼
好
の
自
詠

自
筆
の
短
冊
か
、
ま
た
は
、
そ
の
模
写
短
冊
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

以
上
で
、
昭
和
十
年
の
分
を
終
る
。

　

二　

昭
和
十
四
年
三
月
九
日
『
村
瀬
庸
庵
愛
蔵
品
売
立
』

　

村
瀬
庸
庵
家
の
二
回
目
の
入
札
会
に
な
る
が
、
こ
の
時
の
出
品
に
は

古
筆
切
は
い
た
っ
て
少
な
い
。

　

六　
　
「
俊
頼
卿　

民
部
切　

す
み
よ
し
の　

了
任
極
」

　

こ
れ
は
、
右
の
昭
和
十
年
の
入
札
に
出
品
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
も
の

で
あ
る
。
十
年
の
入
札
で
は
落
札
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

七　
　
「
俊
成
卿　

四
半
切　

ま
つ
あ
る
家
に　

了
任
極
」

　

藤
原
俊
成
筆
「
日
野
切
」
千
載
集
の
断
簡
と
思
わ
れ
る
。
巻
十
五
の
、

九
六
○
番
詞
書
〜
九
六
一
番
詞
書
に
相
当
す
る
十
行
で
あ
る
。『
古
筆

切
資
料
集
成
巻
二
』
は
「
日
野
切
」
と
し
て
翻
刻
を
掲
げ
て
い
る
。
一

方
、『
古
筆
学
大
成
』
は
本
断
簡
に
つ
い
て
一
切
触
れ
て
い
な
い
。「
日

野
切
」
は
撰
者
自
筆
本
と
し
て
比
類
な
い
価
値
を
有
す
る
の
だ
が
、
や

は
り
模
写
や
偽
物
か
と
思
わ
れ
る
物
も
存
在
す
る
の
で
、
こ
の
小
さ
く
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不
鮮
明
な
写
真
で
「
日
野
切
」
と
断
定
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
い
さ
さ

か
難
し
い
。
と
も
あ
れ
、
写
真
を
転
載
し
て
お
こ
う
。（
図　

）
１２

　　
　
（
翻
刻
）

　
　
　
　
　

松
あ
る
家
に
ふ
え
ふ
き
あ
そ
ひ

　
　
　
　
　

し
た
る
人
あ
る
と
こ
ろ
を
よ
み
侍

　
　
　
　
　

け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
納
言
斉
信

　
　
　

ふ
え
た
け
の
よ
ふ
か
き
こ
ゑ
そ
き
こ
ゆ
な
る

　
　
　

き
し
の
ま
つ
風
ふ
き
や
そ
ふ
ら
ん

　
　
　
　
　

一
条
院
の
御
時
皇
后
宮
五
節
た
て

　
　
　
　
　

ま
つ
ら
れ
け
る
と
き
た
つ
の
日
か
し

　
　
　
　
　

つ
き
十
二
人
わ
ら
は
し
も
つ
か
へ
ま
て

　
　
　
　
　

あ
を
す
り
を
な
ん
き
せ
ら
れ
た
り

　

八　
　
「
定
家 
郷 　

色
紙　

ゆ
く
す
へ
の　

了
任
極
」

マ
マ

　

こ
れ
も
十
年
の
入
札
会
に
出
品
さ
れ
た
も
の
の
再
登
場
で
あ
る
。

　

九　
　
「
西
行　

消
息　

恒
川
了
廬
極　

竪
一
尺
四
分
／
巾
一
尺
八
寸
五
分
」

　

散
ら
し
書
き
の
仮
名
消
息
で
、
署
名
は
な
く
、
女
性
的
な
雰
囲
気
の

流
麗
な
文
字
で
あ
る
が
、
西
行
の
自
筆
資
料
と
比
べ
て
も
、
西
行
で
は

あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。「
一
日
の
御
返
事
の
ゝ
ち
／
申
入
た
く
候

つ
れ
と
も
／
ふ
て
な
と
ゝ
り
候
／
事
い
ま
た
／
か
な
い
候
／
は

て
」・
・
・
と
い
う
書
き
出
し
の
消
息
の
全
文
ら
し
い
の
で
、
全
文
を

読
ん
で
み
れ
ば
何
事
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
今

は
省
略
し
た
い
。
た
だ
、
興
味
を
持
つ
人
の
た
め
に
、
写
真
の
転
載
の

み
掲
げ
て
お
く
。（
図　

）
１３
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図１２　日野切



　

一
○ 
　
「
定
家
卿　

記
録
切 
極
数
　々

竪
一
尺
二
寸
八
分
／
巾
一
尺
三
寸
六
部
」

　

か
な
を
主
に
し
た
文
書
で
、
若
干
解
読
可
能
な
箇
所
を
読
ん
で
み
る

と
、

 
「
仏
の
か
こ
に
茶
を
や
の
む
」

 
「
山
中
の
□
の
月
の
す
み
の
ほ
る
」

 
「
さ
き
の
世
を
し
ら
ま
ほ
し
く
も
お
も
ふ
か
な
」

 
「
栂
の
尾
の
ち
ゃ
を
の
め
は
地
水
火
風
も
」

 
「
久
し
く
な
り
ぬ
栂
の
尾
の
茶
を
も
ろ
と
も
に
年
を
」

 
「
老
の
白
波
立
か
へ
る
」

 
「
あ
ひ
き
や
う
を
む
す
ふ
」

 
「
心
を
さ
き
に
引
と
め
て
」
な
ど
の
文
言
が
見
え
る
。
い
ず
れ
も
和

歌
の
一
部
ら
し
く
も
見
え
る
が
、『
新
編
国
歌
大
観
』『
私
家
集
大
成
』

で
は
検
出
で
き
な
い
。「
仏
の
加
護
」「
先
の
世
」「
栂
の
尾
の
茶
を
飲

む
」「
地
水
火
風
」
な
ど
の
語
句
か
ら
は
、
高
山
寺
ま
た
は
明
恵
上
人

に
関
わ
る
も
の
か
と
も
見
え
、
和
歌
だ
と
す
る
と
、
明
恵
の
法
文
歌
の

一
節
に
も
似
て
い
る
。
文
字
は
定
家
風
に
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、

明
恵
の
夢
の
記
な
ど
に
通
ず
る
筆
跡
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
は
た
し
て

何
で
あ
る
の
か
、
こ
こ
で
は
写
真
の
複
写
の
み
を
掲
出
し
、
後
日
を
期

し
、
諸
賢
の
教
示
を
仰
ぎ
た
い
。（
図　

）
１４
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図１３　伝西行筆　消息



　

十
四
年
の
目
録
で
は
、
写
真
の
あ
る
も
の
は
以
上
の
五
点
に
過
ぎ
ず

巻
末
に
写
真
の
な
い
出
品
物
の
リ
ス
ト
が
「
目
録
」
と
し
て
掲
出
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

　

二
六
三　

慈
鎮
六
半
切

　

二
六
四　

二
条
家 ママ
為
四
半
切

　

二
六
五　

飛
鳥
井
雅
経
四
半
切

　

二
六
六　

飛
鳥
井
栄
雅
懐
紙

　

二
六
七　

定
家
ノ
文

が
並
ん
で
い
る
。
こ
の
第
二
回
目
の
入
札
で
は
、
や
は
り
古
筆
切
の
出

品
は
極
く
少
数
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
第
三
回
目
の
入
札
で
あ
る
、
昭
和
十
六
年
二
月
二
十
日
の

『
村
瀬
庸
庵
愛
蔵
品
売
立
目
録
』（
名
古
屋
美
術
倶
楽
部
）
を
か
つ
て
調

査
し
た
メ
モ
に
は
、「
後
鳥
羽
院　

四
半
切　

歌
二
首
」「
後
京
極
良
経

　

四
半
切
」
と
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
目
録
が
手
許
に
な
い
の
で

再
調
査
を
し
な
い
と
分
ら
な
い
。

１
�
伊
井
春
樹
「
伝
後
醍
醐
天
皇
筆
吉
野
切
考
―
堀
川
百
首
初
�
本
と
し
て

の
性
格
―
」（『
語
文
』
第　

輯
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
）

４７

２
�
小
松
茂
美
『
古
筆
学
大
成
』
第
十
六
巻
（
平
成
二
年
六
月
、
講
談
社
）

解
説
。

３
�
小
島
孝
之
「
古
筆
切
拾
塵
抄
・
続
（
四
）」（『
成
城
国
文
学
』
第　

号
、

２７

平
成
二
十
三
年
三
月
）

４
�
久
保
木
哲
夫
「『
家
良
集
』
考
―
伝
定
家
筆
五
首
切
を
中
心
に
―
」（
古

筆
学
研
究
所
編
『
古
筆
学
の
あ
ゆ
み
』
古
筆
学
叢
林
第
五
巻
、
平
成
七

年
十
二
月
、
八
木
書
店
）

５
�
小
林
強
「
源
氏
物
語
関
係
古
筆
切
資
料
集
成
稿
」（『
本
文
研
究
考
証
・
情

報
・
資
料
』
第
６
集
、
平
成
十
六
年
五
月
）

６
�
書
写
年
代
の
判
定
に
は
、
や
は
り
科
学
的
な
裏
付
け
が
ほ
し
い
。
池
田

和
臣
氏
の
続
け
て
お
ら
れ
る
加
速
器
質
量
分
析
法
に
よ
る
年
代
測
定
は

   ．   ．   ．   ．   ．   ．
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図１４　伝定家筆記録切



一
つ
の
有
力
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
ま
だ
容
易
に
使
用
で
き
る
方

法
で
は
な
い
し
、
そ
の
判
定
基
準
の
よ
り
正
確
な
設
定
も
今
後
に
俟
つ

と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
年
代
測
定
と
は
別
に
、
料
紙
の
材
質
の

判
定
に
も
主
観
の
交
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
判
定
す
る
人
に
よ
る
ば
ら
つ

き
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ
の
進
歩
に
よ
り
、
か
な

り
判
定
が
容
易
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
ま
だ
一
般
化
し
て
い
な
い
。
こ

れ
ら
の
点
は
今
後
の
進
展
に
期
待
し
た
い
。

　
　
　

池
田
和
臣
・
小
田
寛
貴
「
古
筆
切
の
年
代
測
定
―
加
速
器
質
量
分
析

法
に
よ
る
炭
素　

年
代
測
定
」「
続
〃
」「
〃
Ⅲ
」（『
中
央
大
学
文
学
部

１４

紀
要
』
第　

・　

・　

号
、
平
成
二
十
一
年
三
月
・
二
十
二
年
三
月
・

１０３

１０５

１０７

二
十
三
年
三
月
）
な
ど
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
じ
ま
・
た
か
ゆ
き　

成
城
大
学
教
授
）
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