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長
門
切
か
ら
わ
か
る
こ
と

　
　
―
平
家
物
語
成
立
論
・
諸
本
論
の
新
展
開
―

松
尾
葦
江

　
　
　

一
、
長
門
切
と
は
何
か　

　

古
筆
研
究
者
の
間
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
長
門
切
と
い
う
断
簡
群
が

あ
る
。
世
尊
寺
流
の
書
風
で
書
写
さ
れ
た
平
仮
名
書
き
の
平
家
物
語
断
簡

で
、
も
と
は
巻
子
本
だ
っ
た
ら
し
く
、
通
例
で
は
上
下
に
界
が
あ
る
。
三

名
以
上
の
寄
合
書
と
さ
れ（

（
（

、
中
に
は
模
写
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば

近
世
初
期
の
古
筆
鑑
定
家
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
世
尊
寺
行
俊
ま
た
は
行
尹

筆
と
の
極
札（

（
（

と
共
に
伝
来
し
て
お
り
、
長
門
切
と
い
う
呼
称
は
、
古
筆
鑑

定
家
了
伴
（
一
七
九
〇
～
一
八
五
三
）
が
命
名
し
た
ら
し
い（

3
（

。
近
時
、
平

家
物
語
の
成
立
と
初
期
形
態
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た（
（
（

。

　

は
や
く
平
家
物
語
研
究
と
関
係
づ
け
て
長
門
切
を
取
り
上
げ
た
の
は
、

昭
和
三
〇
年
代
半
ば
、
藤
井
隆
氏
・
渥
美
か
を
る
氏
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

後
は
総
括
的
な
調
査
や
考
察
が
行
わ
れ
ず
に
い
た
。
平
家
物
語
研
究
で
は

昭
和
四
〇
年
代
か
ら
延
慶
本
古
態
説
が
一
世
を
風
靡
し
、
し
か
し
現
存
延

慶
本
の
本
文
が
そ
の
ま
ま
原
態
と
は
い
え
な
い
こ
と
も
分
か
っ
て
き
て
、

目
下
は
、
と
り
あ
え
ず
延
慶
本
を
平
家
物
語
の
初
期
形
態
に
近
い
も
の
と

み
な
し
て（

5
（

、
諸
々
の
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
今
後
は
読
み
本
系
本
文
の
祖

型
探
求
が
課
題
と
な
る
が
、
そ
の
際
に
注
目
す
べ
き
断
簡
が
何
種
類
か
あ
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り（
6
（

、長
門
切
も
そ
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
。平
成
八
年
の
時
点
で
翻
字
・

紹
介
で
き
た
の
は
四
十
葉
で
あ
っ
た（

（
（

が
、二
八
年
七
月
に
は
七
十
七
葉（
所

在
の
伝
聞
も
加
え
れ
ば
そ
れ
以
上
）
と
な
っ
た
。

　

従
来
、
何
故
こ
の
資
料
が
成
立
論
に
結
び
つ
い
て
こ
な
か
っ
た
の
か
と

い
う
と
、
古
筆
切
の
年
代
判
定
は
研
究
者
や
鑑
定
家
の
主
観
に
よ
る
、
も

し
く
は
大
き
く
幅
が
あ
っ
て
絞
り
込
み
が
困
難
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ

れ
ま
で
国
文
学
の
論
証
に
は
取
り
入
れ
に
く
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
近
年
、
炭
素
（（
年
代
測
定
法
と
い
う
科
学
的
な
検
査
方
法
に
よ
っ
て
、

料
紙
の
原
料
が
生
物
で
な
く
な
っ
た
時
点
、
つ
ま
り
原
料
と
な
っ
た
植
物

が
枯
死
し
た
（
料
紙
の
製
造
さ
れ
た
）
年
代
が
、
幅
を
持
っ
て
で
は
あ
る

が
推
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
こ
の
方
法
で
測
定
さ
れ
た
長
門
切

は
一
点
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
一
二
七
三
年
か
ら
一
三
八
〇
年

の
間
、
特
に
一
二
八
四
年
前
後
の
可
能
性
が
高
い（

（
（

と
の
こ
と
で
あ
る
。
じ

つ
は
こ
の
年
代
は
、「
平
家
物
語
」
の
書
名
が
資
料
に
現
れ
る（

（
（

最
も
は
や

い
時
期
か
ら
、
三
十
年
弱
し
か
経
っ
て
い
な
い
。
覚
一
本
制
定
よ
り
も

九
十
年
近
く
前
、
延
慶
本
の
本
奥
書
か
ら
も
三
十
年
近
く
前
の
こ
と
に
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
長
門
切
本
文
を
現
存
平
家
物
語
諸
本
と
対
照
す
る
と
、

概
ね
源
平
盛
衰
記
に
近
い
（
一
部
は
延
慶
本
・
長
門
本
に
近
い
場
合
も
あ

り
、
と
き
に
独
自
異
文
も
あ
る（
（1
（

）。
こ
れ
ま
で
源
平
盛
衰
記
は
、
平
家
物

語
諸
本
の
中
で
最
も
後
出
性
が
高
く
、
近
世
的
・
儒
教
的
傾
向
が
強
い
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
長
門
切
が
平
家
物
語
初
期
の
本
文
で
あ
る

と
は
受
け
入
れ
が
た
い
の
か
、
未
だ
に
長
門
切
の
位
置
づ
け
は
、
平
家
物

語
成
立
論
の
場
で
正
面
か
ら
吟
味
・
検
討
さ
れ
て
は
い
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
資
料
の
登
場
に
よ
っ
て
大
幅
に
変
更
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、平
家
物
語
の
成
立
年
代
で
は
な
い
。平
家
物
語
成
立
後
、

比
較
的
初
期
に
存
在
し
た
本
文
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
源
平
盛
衰

記
を
も
含
め
た
平
家
物
語
諸
本
の
祖
型
か
ら
、
そ
の
後
現
存
本
に
至
る
ま

で
の
流
動
・
変
容
の
過
程
に
つ
い
て
の
考
え
方
な
の
で
あ
る
。
平
家
物
語

研
究
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
年
代
の
変
更
よ
り
も
む
し
ろ
根
本
的
な
新
展
開

で
は
な
い
の
か
。
殊
に
文
学
史
の
中
で
、
流
動
す
る
文
芸
と
し
て
平
家
物

語
を
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
。

　

右
の
よ
う
な
見
通
し
に
立
っ
て
、
新
出
資
料
を
紹
介
し
な
が
ら
、
長
門

切
の
位
置
づ
け
に
よ
っ
て
我
々
は
何
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
さ
き

ざ
き
何
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
か
を
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　　
　
　

二
、
新
出
の
長
門
切
を
め
ぐ
っ
て

㈠　

長
門
切
の
周
辺

　

平
成
二
七
年
七
月
、
日
比
野
浩
信
氏
か
ら
御
所
蔵
の
世
尊
寺
風
断
簡
二

種
の
写
真
を
お
示
し
頂
い
た
。
す
で
に
「
リ
ポ
ー
ト
笠
間
」
5（
号
で
簡
単
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に
紹
介
さ
せ
て
頂
い
た（
（（
（

が
、
一
点
は
上
下
に
界
が
あ
り
、
寸
法
も
字
数
も

ほ
ぼ
長
門
切
に
合
致
す
る
一
行
で
あ
る
。
現
在
は
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
が

「
世
□
寺
殿
行
俊
卿
」
と
の
裏
書
が
あ
っ
た
ら
し
く
見
え
る
。「
世
尊
寺
殿

行
俊
卿
／
ハ
む
す
る
／
極
有
」
と
記
し
た
札
が
つ
い
て
い
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。

　
　

ハ
む
す
る
に
ハ
矢
比
に
た
に
も
候
ハ
ヽ
た
と
ひ
下

「
矢
ご
ろ
（
頃
・
比
）」
を
手
が
か
り
に
古
活
字
版
源
平
盛
衰
記
や
延
慶
本

を
検
索
し
て
も
、こ
れ
に
合
致
す
る
本
文
は
見
い
だ
せ
な
い
。し
か
し「
候
」

の
語
か
ら
会
話
文
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
、
射
撃
の
手
腕
に
関

す
る
言
及
（
腕
自
慢
か
名
手
の
推
薦
か
）
ら
し
く
思
わ
れ
る
。「
遠
矢
」

や
「
那
須
与
一
」
の
記
事
が
連
想
さ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
平
家
物
語
以
外

の
軍
記
物
語
の
一
節
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
う
一
点
は
上
下
に
界
が
あ
る
も
の
の
寸
法
が
や
や
小
さ
く
、
い
わ
ゆ

る
長
門
切
で
は
な
い
。「
世
尊
寺
殿
行
俊
」
の
裏
書
と
「
世
尊
寺
殿
行
俊

卿　

示
給
者
彼
」
の
極
札
（
日
比
野
氏
に
よ
れ
ば
、
神
田
道
伴
か
と
の
こ

と
で
あ
る
）が
つ
い
て
い
る
。漢
文
日
記
の
一
部
ら
し
く
、六
行
あ
る（〈　

〉

内
は
割
注
）。

　
　

示
給
者
彼
御
返
答
云
上
達
部
可
着
有
文
帯
螺

　
　

鈿
剣
近
衛
司
蒔
絵
剣
壺
胡
籙
云
々
以
是
推
量
殿

　
　

上
侍
臣
可
着
例
文
者
午
刻
着
隠
文
帯
参
殿

　
　

大
宮
権
大
夫
右
兵
衛
督
三
位
中
将
被
参
午
終
殿

　
　

下
令
参
内
給
〈
左
大
将
参
／
御
共
給
〉
先
是
内
大
臣
被
参
内
云
々

　
　

殿
下
先
令
参
昭
陽
舎
給
彼
宮
権
大
夫
〈
季
宗
〉
出
来

こ
の
一
葉
は
、
日
本
学
士
院
所
蔵
手
鑑
『
群
鳥
蹟
』
所
収
の
漢
文
六
行
「
将

只
可
被
仰（
（1
（

」
の
ツ
レ
か
と
思
わ
れ
る
。
内
容
は
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
年
）

八
月
二
一
日
の
、
皇
太
子
実
仁
親
王
元
服
関
連
記
事
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る（
（1
（

の
だ
が
、『
水
左
記
』
に
習
礼
・
元
服
当
日
の
記
事
は
あ
る
け
れ

ど
も
一
致
せ
ず
、『
帥
記
』
は
こ
の
箇
所
が
欠
け
て
お
り
、
今
の
と
こ
ろ

該
当
す
る
史
料
名
は
見
い
だ
せ
て
い
な
い
。
実
仁
親
王
の
逸
話
は
源
平
盛

衰
記
巻
一
六
「
帝
位
非
人
力
」
に
も
あ
る
が
、
本
文
は
記
録
文
体
で
な
く

一
致
し
な
い
。し
か
し
世
尊
寺
流
の
書
体
で
、有
界
の
料
紙
に
写
さ
れ
た
、

源
平
盛
衰
記
記
事
に
も
共
通
す
る
話
題
の
断
簡
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
記

憶
に
留
め
て
お
き
た
い
。

㈡　
「
敦
盛
最
期
」
二
葉

　

平
成
二
七
年
晩
秋
に
二
度
に
亘
っ
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
出
さ
れ
た
二
葉
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（
①
八
行
②
九
行
。
ツ
レ
）
が
高
城
弘
一
氏
の
御
所
蔵
と
な
り
、
見
せ
て

頂
く
こ
と
が
で
き
た
。
い
わ
ゆ
る
手
鑑
崩
し
で
、
も
と
一
葉
だ
っ
た
も
の

を
貼
る
際
に
裁
断
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
で
あ
る
。
上
下
に
界
が

あ
り
、
界
高
一
七
・
〇
、
字
高
一
六
・
八
セ
ン
チ
で
、「
世
尊
寺
行
俊
卿
」

と
記
し
た
札
を
傍
に
貼
っ
て
い
る
。
②
に
は
擦
れ
た
痕
が
あ
っ
て
読
め
な

い
箇
所
が
あ
る
。
内
容
は
一
ノ
谷
合
戦
の
敦
盛
最
期
（
蓬
左
文
庫
本
源
平

盛
衰
記
巻
三
八
「
経
俊
敦
盛
経
正
師
盛
亡
」）
の
一
部
に
当
た
る
。
本
文

は
盛
衰
記
が
最
も
近
い
が
、
現
存
盛
衰
記
に
は
増
補
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

記
事
が
大
量
に
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
源
平
盛
衰
記
巻
三
八
の
部
分
の
長

門
切
は
、
初
め
て
の
出
現
で
あ
る
。

①
ハ
熊
替
こ
そ

　
　

ハ
熊
替
こ
そ
一
谷
に
て
け
に
組
た
り
し
敵
を

　
　

敵
を
（
二
字
墨
滅
）
逃
し
て
人
に
と
ら
れ
た
れ
と
云
ハ
れ
む
事

　
　

子
孫
に
伝
て
弓
矢
の
名
を
折
る
へ
し
と
て
申

　
　

け
る
ハ
よ
に
も
助
け
ま
い
ら
せ
た
く
候
へ
と
も
源
氏

　
　

陸
に
充
満
ち
て
候
へ
ハ
終
に
助
か
り
給
ハ
ん
事

　
　

難
有
候
御
教
養
を
ハ
直
実
能
々
可
仕
候
後

　
　

の
世
の
御
事
御
心
安
く
思
食
候
へ
と
て
目
を

　
　

塞
き
歯
を
く
ひ
し
は
り
て
御
頸
を
そ
給

②
ハ
り
け
る
無

＊
二
～
三
行
目
の
□
は
損
傷
の
た
め
難
読
、「　

」
内
は
推
定
。

　
　

ハ
り
け
る
無
慙
と
も
疎
也
御
む
く
ろ
を
引
上

　
　

見
奉
り
□
□
□
「
漢
」
竹
の
色
な
つ
か
し
き
篳

　
　

篥
を
「
香
も
」
む
つ
ま
し
き
紫
檀
の
家
に
い
れ

　
　

錦
の
袋
ニ
裹
つ
ゝ
鎧
引
合
に
そ
被
差
た
る

　
　

そ
れ
よ
り
し
て
そ
熊
替
ハ
発
心
の
思
も
出
来
け

　
　

る
此
頸
を
取
て
手
に
さ
ゝ
け
て
子
息
の
小
次
郎

　
　

に
や
を
れ
此
を
見
よ
修
理
大
夫
殿
の
御
子
ニ
無
官

　
　

大
夫
敦
盛
と
て
今
年
十
六
と
名
乗
給
つ
る
か

　
　

�

あ
ま
り
に
糸
惜
く
糸ヒ
惜ヒ
くヒ
覚
て
た
す
け
た
て

　
　

＊
重
複
の
三
字
左
側
に
ミ
セ
ケ
チ
。

源
平
盛
衰
記
蓬
左
文
庫
本
巻
三
八
「
経
俊
敦
盛
経
正
師
盛
亡
」

（
長
門
切
の
内
容
に
お
お
よ
そ
合
わ
せ
て
行
替
え
す
る
。【　

】
内
は
長
門

切
に
な
い
部
分
。
以
下
同
）

　
　

あ
ひ
た
に
熊
谷
こ
そ
一
谷
に
て
け
に
く
み
た
り
し
て
き
を

　
　

の
か
し
て
人
に
と
ら
れ
た
り
と
い
は
れ
ん
こ
と

　
　

子
孫
に
つ
た
へ
て
弓
矢
の
名
を
お
る
へ
し
思
ひ
か
へ
し
て
申

　
　

け
る
は
よ
に
も
た
す
け
ま
い
ら
せ
は
や
と
そ
ん
し
侍
れ
と
も
源
氏

　
　

く
か
に
み
ち
〳
〵
た
り
と
て
も
の
か
れ
給
へ
き
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御
身
な
ら
す
御
ほ
た
ひ
を
ハ
直
実
よ
く
〳
〵
と
ふ
ら
ひ
奉
る
へ
し

　
　

草
の
か
け
に
て
御
覧
せ
よ
疎
略
ゆ
め
〳
〵
候
ま
し
と
て
め
を

　
　

ふ
さ
き
は
を
く
い
あ
は
せ
て
涙
を
な
か
し
そ
の
く
ひ
を
か
き
お
と
す

　
　

む
さ
ん
と
い
ふ
も
を
ろ
か
な
り

　
　
【
敦
盛
不
恐
死
不
降
心
雖
為
幼
令
之
人

　
　

�

頗
非
凡
庸
之
類
な
り
平
家
の
人
々
只
今
う
た
れ
給
ま
て
も
な
さ
け
を

ハ

　
　

す
て
給
は
す
こ
の
殿
の
い
く
さ
の
ち
ん
に
て
も
隙
に
ハ
ふ
か
ん
と

　
　

お
ほ
し
け
る
こ
そ
】
色
な
つ
か
し
き
漢
竹
の

　
　

笛
を
香
も
む
つ
か
し
き
（「
か
」
は
「
ま
」
の
誤
写
か
）

　
　

錦
の
袋
に
入
て
よ
ろ
ひ
の
引
あ
は
せ
に
さ
ゝ
れ
た
り

　
　

�【
熊
か
へ
こ
れ
を
と
り
て
見
奉
り
い
と
お
し
や
此
ほ
と
城
中
に
こ
の

暁

　
　

�

物
の
音
の
き
こ
え
つ
る
は
こ
の
人
に
て
お
は
し
け
り
け
ん
し
の
軍
兵

は

　
　

�

東
こ
く
よ
り
数
万
き
の
ほ
り
た
れ
と
も
笛
ふ
く
者
ハ
一
人
も
な
し
い

か

　
　

な
れ
は
平
家
の
公
達
ハ
か
や
う
に
ゆ
う
に
ハ
お
は
す
ら
ん
と
て
涙
を

　
　

な
か
し
て
立
た
り
け
り
か
の
笛
と
申
ハ
（
以
下
、
小
枝
の
由
来
）】

　
　

熊
谷
は
笛
と
く
ひ
と
を
手
に
さ
ゝ
け
し
そ
く
の
小
次
郎

　
　

か
も
と
に
行
こ
れ
を
ミ
よ
修
理
大
夫
殿
の
御
子
に
無
官

　
　

大
夫
敦
盛
と
て
生
年
十
六
と
名
乗
給
つ
る
を

　
　

た
す
け
奉
ら
は
や
と
【
思
ひ
つ
れ
と
も
な
ん
ち
か
弓
矢
の

　
　

末
を
か
へ
り
ミ
て
う
き
め
を
見
る
か
な
し
さ
よ
た
と
ひ
直
実

　
　

世
に
な
く
と
も
あ
な
か
し
こ
後
世
と
ふ
ら
ひ
奉
れ
と
い
ひ
ふ
く
め
】

　
　

そ
れ
よ
り
し
て
そ
熊
谷
は
い
よ
〳
〵
ほ
つ
し
ん
の
思
ひ
出
来
つ
ゝ

　
　
【
後
ハ
い
く
さ
ハ
せ
さ
り
け
り
】

　

長
門
切
に
は
両
葉
と
も
衍
字
が
あ
る
（
①
一
～
二
行
目
「
敵
を
」
衍
字

を
墨
線
で
消
す
。
②
九
行
目
「
糸
惜
く
」
衍
字
に
ミ
セ
ケ
チ
あ
り
）
と
こ

ろ
か
ら
、
転
写
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
「
熊
替
」
の

字
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
表
記
を
用
い
る
平
家
諸
本
は
源
平
闘
諍

録
の
み
だ
が
、
本
文
は
一
致
せ
ず
、
や
は
り
源
平
盛
衰
記
に
最
も
近
い
と

判
定
さ
れ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
敦
盛
最
期
の
一
部
で
あ
る
が
、
対
照
す
る

と
、
現
存
盛
衰
記
に
は
熊
谷
の
心
中
思
惟
や
笛
の
由
来
説
話
が
含
ま
れ
、

饒
舌
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
饒
舌
性
が
、
現
代
の
我
々
に
は
盛
衰
記
の
特

徴
と
し
て
つ
よ
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
殊
に
作
中
人
物

の
心
情
や
事
物
の
起
源
・
由
緒
を
解
説
す
る
叙
述
方
法
は
、
読
み
本
系
諸

本
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
盛
衰
記
に
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
平
家
物
語
の
流

動
過
程
に
は
、
増
補
を
伴
う
改
訂
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
読
み
本
系
諸
本
が
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共
通
の
性
格
を
有
し
な
が
ら
も
各
々
異
な
る
方
向
に
特
化
し
て
い
っ
た
こ

と（
長
門
本
は
室
町
物
語
的
方
向
へ
、延
慶
本
は
仏
教
文
芸
的
方
向
へ
）を
、

再
確
認
で
き
る
。

　
㈢　
「
宇
治
合
戦
」

　

高
城
弘
一
氏
か
ら
は
平
成
二
四
年
一
月
に
も
う
一
点
、
長
門
切
の
写
真

を
お
示
し
頂
い
て
い
る
。
手
鑑
に
貼
ら
れ
た
状
態
の
三
行
だ
が
、
天
に
は

界
が
あ
る
も
の
の
、
一
行
が
十
～
九
字
ず
つ
し
か
な
く
（
つ
ま
り
、
一
葉

の
上
半
分
が
残
っ
た
も
の
）、「
世
尊
寺
殿
行
俊
卿
」
と
記
し
た
札
が
傍
に

貼
っ
て
あ
る
。

　
　

る
に
舟
な
け
れ
ハ
と
て
折

　
　

な
ら
ハ
大
手
軍
に
負
な

　
　

の
道
に
つ
か
る
へ
し
骸

蓬
左
文
庫
本
源
平
盛
衰
記
巻
一
五
「
宇
治
合
戦
」

　
　

向
な
か
ら
舟
な
し
と
て
暫
も
こ
ゝ
に
や
す
ら
ふ

　
　

な
ら
ハ
大
手
軍
に
ま
け
な
ん
す
さ
ら
ハ
長
き
弓
矢

　
　

の
道
に
わ
か
る
へ
し
た
と
ひ
か
は
ね
を
底
の
み
く
つ
と

長
門
切
三
行
目
の
「
つ
」
は
「
わ
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
田
中
登
氏
所
蔵

「
け
れ
は
弓
を
」
切
と
日
比
野
浩
信
氏
所
蔵
「
さ
む
と
て
只
」
切
と
の
中

間
部
分
に
当
た
る
。
日
比
野
氏
が
か
つ
て
紹
介
さ
れ
た
「
さ
む
と
て
只
」

七
行
も
、
一
葉
の
下
半
分
が
、
切
ら
れ
て
残
っ
た
も
の
で
あ
っ
た（
（1
（

が
、
同

じ
時
、
同
じ
目
的
で
切
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
は
、
不
明
で
あ
る
。「
さ
む

と
て
只
」
切
の
紙
背
文
書
が
室
町
期
の
書
写
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
手

鑑
制
作
よ
り
以
前
に
切
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
㈣　

小
手
鑑

　

平
成
二
七
年
に
佐
々
木
孝
浩
氏
が
入
手
さ
れ
た
小
手
鑑
に
も
、
長
門
切

の
一
部
が
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
見
せ
て
頂
い
た
。
外
題
は

『
小
手
鑑
』、
緞
子
表
紙
の
折
本
で
、
大
き
さ
は
一
二
・
五
×
一
二
・
五
セ
ン

チ
、
高
さ
三
・
五
セ
ン
チ
、
一
面
二
～
三
葉
、
表
裏
合
わ
せ
て
ち
ょ
う
ど

百
葉
の
切
が
貼
り
込
ま
れ
、
各
々
に
特
製
の
小
さ
な
極
札
が
つ
い
て
い

る（
（1
（

。
表
の
折
の
一
番
最
後
に
、「
世
尊
寺
行
俊
／
の
渡
／
琴
山
印
」
の
極

札
と
共
に
、
八
・
五
×
四
・
〇
セ
ン
チ
（
天
に
は
界
が
あ
り
、
下
部
に
は
四

ミ
リ
ほ
ど
の
紙
を
継
い
で
い
る
）
の
切
が
金
色
の
台
紙
に
貼
っ
た
上
で
、

貼
り
込
ま
れ
て
い
る
。
料
紙
は
、
佐
々
木
氏
に
よ
れ
ば
楮
の
打
ち
紙
で
あ

ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
長
門
切
の
一
つ
に
数
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

本
文
は
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の
渡
を
す
へ

　
　

わ
ら
れ
て
申　

の
二
行
で
あ
る
が
、
一
行
目
の
「
を
」
は
「
越
」
と
読
む
の
か
も
し
れ
な

い
。「
宇
治
合
戦
」
や
「
信
濃
横
田
河
原
合
戦
」
の
一
部
で
は
な
い
か
と

見
当
を
つ
け
て
、
蓬
左
文
庫
本
源
平
盛
衰
記
を
見
る
と
、
巻
一
五
「
宇
治

合
戦
」
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

　
　

長
井
の
渡
を
定
た
り
け
る
程
に
秩
父
に
舟
を

　
　

わ
ら
れ
て
【
新
田
の
入
道
河
の
は
た
に
引
へ
た
り
】
入
道
申
け
る
は

前
述
の
高
城
氏
蔵
「
る
に
舟
な
け
」
切
の
一
行
ほ
ど
前
に
当
た
る
。
手
鑑

の
サ
イ
ズ
や
レ
イ
ア
ウ
ト
の
都
合
に
合
わ
せ
て
、
寸
断
さ
れ
た
ら
し
い
。

㈤　

墨
俣
合
戦
関
係
記
事

　
「
解
釈
」
平
成
二
七
年
一
一
・
一
二
月
号
に
「『
平
家
物
語
』
の
維
盛
像

―
消
え
る
戦
功
―
」
を
発
表
さ
れ
た
仁
平
道
明
氏
は
、
御
所
蔵
の
長
門
切

一
葉
を
紹
介
さ
れ
た
。
天
地
に
界
の
あ
る
（
界
高
二
七
・
二
～
三
セ
ン
チ
）

三
行
で
、
一
行
目
の
行
頭
に
は
、
話
頭
を
示
す
朱
の
斜
線
が
あ
る
。
こ
の

朱
線
が
書
写
と
同
時
の
も
の
か
後
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
の
か
不
明
だ
が
、

既
出
の
長
門
切
で
は
こ
の
部
分
に
近
い
東
京
国
立
博
物
館
蔵
一
二
号
手
鑑

所
収
「
し
て
陸
奥
国
」
切
の
中
、
藤
原
秀
衡
宛
下
文
の
行
頭
に
朱
斜
線
が

あ
り
、
同
じ
く
巻
二
七
に
該
当
す
る
鶴
見
大
学
図
書
館
蔵
「
れ
は
木
曾
は
」

切
の
中
、
話
題
の
変
わ
る
三
行
目
行
頭
、
ま
た
巻
二
六
に
当
た
る
個
人
蔵

「
掌
に
に
き
り
」
切
に
も
同
様
に
朱
斜
線
が
あ
る
。

　
　

去
二
月
ニ
兵
衛
佐
頼
朝
を
追
討
の
た
め
に
東
国
へ
下

　
　

り
け
る
人
々
本
三
位
中
将
重
衡
権
亮
三
位
中
将
維

　
　

盛
両
人
を
大
将
と
し
て
其
勢
七
千
余
騎
源
氏
打
上
る
と

仁
平
氏
の
認
定
に
よ
れ
ば
源
平
盛
衰
記
で
は
巻
二
七
冒
頭
に
当
た
る
治
承

五
年
三
月
の
墨
俣
河
合
戦
直
前
の
記
事
に
、
こ
の
切
に
関
係
が
あ
り
そ
う

な
文
章
が
あ
り
、
一
部
は
巻
二
六
の
記
事
に
も
近
い
が
両
方
と
も
全
文
一

致
し
て
は
い
な
い
と
い
う
。
延
慶
本
・
長
門
本
に
は
共
通
す
る
文
章
が
見

当
た
ら
な
い
。

蓬
左
文
庫
本
源
平
盛
衰
記
巻
二
六
「
天
智
懐
妊
女
賜
大
織
冠
」

　
　

八
日
庁
の
御
下
文
を
以
て
東
海
南
海
西
海
道
へ
被
下
遣

　
　

頼
朝
追
討
の
為
に
は
本
三
位
中
将
重
衡
を
大
将
軍
に
仰
定
ら
る

同
巻
二
七
「
墨
俣
河
合
戦
」
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養
和
元
年
三
月
十
日
頼
朝
追
討
の
為
に
東
国
へ
く
た
り
し

　
　

頭
中
将
重
衡
権
亮
少
将
維

　
　

盛
以
下
七
千
よ
き
は

　
　

�【
尾
張
国
墨
俣
の
西
の
河
原
に
陣
を
と
り
て
東
国
の
】
源
氏
を
禦
か

ん
と
す

巻
二
六
の
部
分
に
は
「
本
三
位
中
将
重
衡
」
の
名
が
あ
る
が
、
維
盛
の
名

は
な
い
。
仁
平
氏
は
長
門
切
本
文
中
、
維
盛
の
呼
称
が
「
権
亮
三
位
中
将
」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
、
治
承
五
年
（
一
二
月
に
養
和
改
元
）
三
月

な
ら
右
近
衛
権
少
将
が
正
し
い（
（1
（

に
も
拘
わ
ら
ず
、こ
の
よ
う
に
記
す
の
は
、

長
門
切
底
本
に
は
重
衡
と
維
盛
と
を
同
じ
く
「
大
将
」
と
し
て
並
べ
て
、

そ
の
戦
功
を
印
象
づ
け
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
た
。
官

位
を
先
取
り
し
た
呼
称
を
用
い
て
維
盛
を
重
衡
と
並
べ
る
作
為
を
推
測

し
、
長
門
切
が
必
ず
し
も
盛
衰
記
以
前
、
原
形
に
近
い
本
文
と
は
い
え
な

い
の
で
は
、
と
問
題
を
提
起
さ
れ
る
。
本
文
が
巻
二
七
「
墨
俣
河
合
戦
」

冒
頭
部
分
で
あ
れ
ば
尤
も
な
の
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
す
で
に
藤
井
隆
氏
紹

介
の
「
国
ヘ
下
り
け
」
で
始
ま
る
切
が
あ
り（
（1
（

、
こ
れ
も
現
存
盛
衰
記
「
墨

俣
河
合
戦
」
冒
頭
部
と
共
通
す
る
字
句
を
持
ち
、
し
か
も
二
葉
は
直
接
に

は
連
続
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。「
去
二
月
に
兵
」
切
が
重
衡
・
維
盛

ら
平
家
の「
人
々
」が
主
語
で
あ
る
の
に
対
し
、「
国
ヘ
下
り
け
」切
は「
平

家
」
が
主
語
と
な
っ
て
い
て
、
文
脈
が
異
な
る
。
こ
の
問
題
は
次
節
で
改

め
て
検
討
す
る
。

　

こ
の
切
は
、
裏
面
に
「
世
尊
寺
殿
行
忠
卿
」「
大
倉
好
齋
改
之
」
と
記

さ
れ
、
極
印
が
あ
る（
（1
（

。
大
倉
好
齋
は
近
世
末
期
（
一
七
九
五
～

一
八
六
二
）
の
古
筆
鑑
定
家
。「
改
之
」
と
は
、
別
に
あ
っ
た
極
書
を
訂

正
し
た
と
の
解
釈
も
で
き
る
が
、
単
に
「
鑑
定
し
た
」
と
の
意
に
も
と
れ

る
。
極
印
の
角
印
は
判
読
困
難
だ
が
黒
の
丸
印
は
「
大
蔵
」
と
読
め
る
。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
料
紙
の
表
に
縦
罫
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
罫

の
間
に
収
め
る
よ
う
に
は
書
い
て
い
な
い
）。
長
門
切
の
料
紙
に
は
裏
面

に
縦
罫
が
あ
る
も
の
（
巻
二
六
・
二
七
相
当
部
分
の
一
部
）
も
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
罫
内
に
収
め
る
よ
う
に
書
い
て
は
い
な
い
。
罫
の
有
無
が
ま
ち

ま
ち
な
の
は
、
料
紙
が
反
故
紙
の
再
利
用
だ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ

う
が
、
漢
文
体
や
固
有
名
詞
を
列
挙
す
る
部
分
な
ど
、
行
を
揃
え
る
必
要

が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
改
め
て
料
紙
の
均
一
性
、
書
写
の
目
的

と
経
緯
と
い
っ
た
課
題
が
眼
前
に
膨
ら
ん
で
く
る
。

㈥　
「
横
田
河
原
合
戦
」

　

平
成
二
八
年
七
月
に
國
學
院
大
学
蔵
と
な
っ
た
手
鑑
崩
し
の
中
の
一
葉

が
あ
る
。
大
き
さ
は
縦
三
〇
・
〇
×
横
六
・
四
セ
ン
チ
、
界
高
二
七
・
一
セ

ン
チ
、
三
行
。
三
行
目
の
一
部
（
へ
）
は
擦
れ
て
読
み
に
く
い
。
極
札
は



― （3 ― 長門切からわかること

「
世
尊
寺
行
俊
卿　

せ
ハ
三
百
余
騎　

印
」。
一
行
目
に
傍
書
補
入
が
あ
る

の
で
、
転
写
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
、
書
写
態
度
は
他
の
長
門
切
に
共

通
し
て
い
る
。

　
　

せ
ハ
三
百
余
騎
お
め
（
い
傍
書
）
て
渡
を
見
て
城
太
郎
あ
ハ

　
　

御
方
ニ
勢
の
付
ハ
残
ハ
定
て
お
く
れ
馳
に
て
馳
ら
ん

　
　

河
な
渡
し
そ
た
ゝ
敵
ニ
向
へ
や
者
共
と
て
或
ハ
の
り

蓬
左
文
庫
本
源
平
盛
衰
記
巻
二
七
「
信
の
横
田
河
原
軍
」

　
　
【
井
上
九
郎
光
基
は
ほ
し
な
党
を
相
具
し
て
】
三
百
よ
き

　
　
【
あ
か
は
た
俄
に
作
出
し
あ
か
注
し
を
白
し
る
し
の
上
に

　
　

付
か
く
し
て
木
曾
か
陣
を
引
く
た
り
て
】

　
　

�

し
つ
〳
〵
と
筑
摩
河
を
う
ち
渡
し
て
城
太
郎
か
陣
に
む
か
ふ
案
の
こ

と
く
城
太
郎
は

　
　

味
方
に
勢
付
た
り
余
勢
は
定
て
を
く
れ
馳
に
そ
き
た
る
ら
ん
と
て

　
　

�【
使
を
立
て
云
け
る
は
た
ゝ
今
被
参
人
は
誰
人
そ
返
々
神
妙
御
か
た

の
兵つ
は
も

の
軍
に
つ
か
れ
た
り
】

　
　

河
を
渡
し
て
敵
の
陣
に
む
か
ひ
給
へ
と
云
け
れ
は

　

延
慶
本
・
長
門
本
（
四
部
本
・
覚
一
本
も
）
で
は
、
城
太
郎
は
合
戦
場

面
に
登
場
せ
ず
、
城
次
郎
（
四
郎
）
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
該
当
し
な
い
。

盛
衰
記
に
は
似
た
場
面
が
あ
る
が
、
本
文
は
他
の
箇
所
に
比
し
て
一
致
度

が
低
く
、合
戦
場
面
の
本
文
流
動
の
激
し
さ
が
推
測
さ
れ
る
。例
え
ば「
お

め
い
て
渡
」
と
「
し
つ
〳
〵
と
筑
摩
河
を
う
ち
渡
し
て
」
で
は
合
戦
の
様

相
が
異
な
る
し
、
城
太
郎
の
下
知
も
、
長
門
切
で
は
「
河
な
渡
し
そ
」
と

あ
る
の
に
現
存
盛
衰
記
で
は
「
河
を
渡
し
て
」
と
逆
に
な
っ
て
い
る
（
こ

の
部
分
は
誤
写
の
可
能
性
が
あ
る
）。
通
し
て
読
む
と
城
太
郎
は
、
長
門

切
で
は
勢
い
よ
く
や
っ
て
く
る
援
軍
（
じ
つ
は
偽
装
し
た
敵
軍
）
に
欣
喜

雀
躍
し
て
下
知
す
る
の
だ
が
、
現
存
盛
衰
記
で
は
何
食
わ
ぬ
顔
で
参
陣
し

て
く
る
援
軍
（
じ
つ
は
偽
装
し
た
敵
軍
）
に
対
し
、
こ
ち
ら
の
兵
は
疲
弊

し
て
い
る
の
で
そ
の
ま
ま
引
き
返
し
て
戦
っ
て
く
れ
、
と
使
者
を
通
じ
て

要
請
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

な
ぜ
か
長
門
切
は
横
田
河
原
合
戦
の
部
分
が
多
く
発
見
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
切
は
鶴
見
大
学
図
書
館
蔵
「
先
立
た
る
を
」
切
よ
り
も
後
、
Ｍ
Ｏ
Ａ

美
術
館
蔵
手
鑑
『
翰
墨
城
』
所
収
「
籠
ら
れ
て
は
」
及
び
鶴
見
大
学
図
書

館
蔵
「
れ
は
木
曾
は
」
切
の
直
前
部
分
に
当
た
る
。「
籠
ら
れ
て
は
」
切

と
の
間
に
は
、
蓬
左
文
庫
本
で
お
よ
そ
八
行
分
あ
り
、
城
太
郎
側
は
疲
弊

し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
現
れ
た
援
軍
に
期
待
し
て
、
く
つ
ろ
い
で
い
た
為
に

大
敗
し
た
と
な
っ
て
い
る
。
長
門
切
の
方
が
テ
ン
ポ
の
速
い
戦
局
展
開
に

な
っ
て
い
る
が
、
義
仲
軍
の
勝
利
と
い
う
結
果
は
変
わ
ら
ず
、
た
だ
盛
衰

記
で
は
城
太
郎
軍
大
敗
の
理
由
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る（
（1
（

。
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三
、
長
門
切
の
あ
つ
か
い
に
く
さ

㈠　

場
面
同
定
の
問
題

　

前
述
の
仁
平
氏
蔵
「
去
二
月
に
兵
」
切
の
内
容
が
現
存
源
平
盛
衰
記
の

ど
の
場
面
に
該
当
す
る
の
か
は
、
こ
の
切
だ
け
を
見
て
い
る
と
墨
俣
合
戦

関
連
記
事
と
判
定
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
藤
井
氏
紹
介
の
「
国
ヘ
下

り
け
」
切
も
ま
た
、
巻
二
七
の
墨
俣
合
戦
の
出
だ
し
部
分
と
見
ら
れ
て
い

る
。
長
門
切
は
複
数
種
類
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
国
ヘ
下
り
け
」
切
を
藤
井
氏
の
翻
字
に
よ
っ
て
引
く（
11
（

と
左
の
通
り
で

あ
る
。

　
　

�

国
ヘ
（
下
り
）
け
れ
は　

平
家
尾
張
国
洲
俣
の
西
の
河
原
に
陣
を
と

る　

同
三
月
十
日
東
の
河
原
に　

武
者
一
千
余
騎
馳
来
て
陣
を
取
る

　

是
は
兵
衛
佐
に
は
伯
父
十
郎
蔵
人
行
家
也

　

こ
の
本
文
に
は
「
洲
俣
」
と
い
う
地
名
、「
三
月
十
日
」
の
日
付
、「
十

郎
蔵
人
行
家
」
の
人
名
な
ど
が
あ
り
、
墨
俣
合
戦
開
始
の
場
面
で
あ
る
こ

と
は
う
ご
か
し
難
い
と
考
え
る
。
そ
れ
に
対
し
前
引
の
「
去
二
月
に
兵
」

切
の
方
は
、
二
月
に
頼
朝
追
討
の
た
め
東
国
へ
下
っ
た
重
衡
・
維
盛
率
い

る
七
千
余
騎
の
軍
勢
の
そ
の
後
の
行
動
を
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
確
か

ら
し
い
が
、
地
名
も
敵
の
大
将
の
名
も
な
く
、
日
付
も
恐
ら
く
三
月
以
降

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
し
か
判
ら
な
い
。
じ
つ
は
こ
の
辺
り
は
平
家
物
語

諸
本
に
よ
っ
て
記
事
の
出
入
り
が
あ
り
、
源
平
盛
衰
記
に
よ
っ
て
摘
記
す

る
と
、
治
承
五
年
初
め
に
は
平
家
軍
と
東
国
軍
と
の
間
に
次
の
よ
う
な
事

件
が
あ
っ
た
。

　

治
承
五
年
一
月　
　

十
郎
蔵
人
行
家
が
尾
張
国
へ
攻
め
入
る

　
　
　
　
　

二
月　
　

�

平
知
盛
軍
三
千
余
騎
東
国
へ
発
向
、
近
江
源
氏
を

討
ち
、
墨
俣
に
至
る
。
行
家
は
美
濃
国
中
原
へ
敗

走
。
知
盛
の
病
の
た
め
平
家
軍
は
帰
京
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

頼
朝
義
仲
に
与
す
る
賊
軍
征
伐
の
宣
旨
、
城
太
郎

と
藤
原
秀
衡
に
下
る

　
　
　
　

閏
二
月　
　

平
清
盛
没

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

平
重
衡
・
維
盛
、
数
万
騎
の
軍
勢
と
共
に
頼
朝
追

討
の
た
め
東
国
発
向

　
　
　
　

三
月
十
日　

�

重
衡
・
維
盛
と
行
家
、
墨
俣
で
対
峙
（
い
わ
ゆ
る

墨
俣
合
戦
）

そ
し
て
治
承
五
年
六
月
、
横
田
河
原
合
戦
で
城
太
郎
は
義
仲
軍
に
敗
れ
る

が
、
こ
の
横
田
河
原
合
戦
を
語
り
本
系
諸
本
は
翌
年
の
養
和
二
年
九
月
に

ず
ら
し
て
物
語
を
構
成
し
て
い
る（
1（
（

。
さ
ら
に
翌
寿
永
二
年
四
月
、
維
盛
は
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義
仲
追
討
の
た
め
北
国
へ
向
か
っ
た
。
墨
俣
合
戦
か
ら
北
国
合
戦
に
か
け

て
は
諸
本
間
に
異
同
が
多
く
、
年
次
や
合
戦
指
揮
者
な
ど
に
及
ぶ
相
違
が

あ
る
。
改
変
が
繰
り
返
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
、
諸
本
の
展
開
に
つ
れ
て
物

語
の
構
成
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
維
盛
の
呼
称
を
追

跡
し
て
み
る
と
、
延
慶
本
・
長
門
本
で
は
寿
永
二
年
正
月
一
日
か
ら
新
三

位
中
将
（
盛
衰
記
で
は
こ
こ
に
は
維
盛
の
名
は
挙
げ
ら
れ
な
い
）、
以
後

は
権
亮
三
位
中
将
・
小
松
三
位
中
将
な
ど
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
以
前
は
権
亮

少
将
と
な
っ
て
い
る
。
史
実
上
、
維
盛
は
治
承
五
年
六
月
に
任
権
中
将
、

改
元
後
の
十
二
月
に
従
三
位
に
な
っ
た
。
古
活
字
版
盛
衰
記
本
文
を
検
索

す
る
と
、
維
盛
は
寿
永
二
年
五
月
の
北
国
所
々
合
戦
（
巻
二
八
）
か
ら
入

水
ま
で
一
貫
し
て
権
亮
三
位
中
将
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
以
前
は
（
中
宮
御
産

か
ら
墨
俣
・
矢
作
合
戦
ま
で
）
権
亮
少
将
と
呼
ば
れ
る
。
三
本
と
も
「
権

亮
」と
い
う
職
名
以
外
は
史
実
に
沿
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

も
し
「
去
二
月
に
兵
」
切
が
、
養
和
元
年
以
降
の
時
点
で
重
衡
・
維
盛
の

動
向
を
、
対
源
氏
軍
と
し
て
記
述
し
た
文
章
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
墨
俣
合
戦
と
は
限
ら
な
い
。
現
存
の
盛
衰
記
に
は
墨
俣
合
戦
以
外
に
重

衡
・
維
盛
が
並
ん
で
軍
勢
を
率
い
た
合
戦
記
事
は
な
い
の
だ
が
、
あ
る
い

は（
現
存
盛
衰
記
に
残
ら
な
か
っ
た
）過
去
を
追
想
す
る
記
事
の
一
部
だ
っ

た
か
、
北
国
合
戦
記
事
の
一
部
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
要
は
「
国
ヘ
下

り
け
」
切
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
な
け
れ
ば
「
去
二
月
に
兵
」

切
を
根
拠
に
長
門
切
の
虚
構
性
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る（
11
（

。

な
お
「
去
二
月
に
兵
」
切
が
墨
俣
合
戦
記
事
の
一
部
で
あ
り
、
維
盛
を
重

衡
と
並
ぶ
位
置
に
置
こ
う
と
し
て
三
位
中
将
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
た

と
し
て
も
、
続
く
部
分
で
維
盛
の
戦
功
を
描
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ

り
、
史
実
に
近
い
方
が
原
形
と
い
う
前
提
に
つ
い
て
も
、
議
論
が
必
要
で

あ
る
。

　

長
門
切
本
文
を
比
定
す
る
際
に
複
数
箇
所
の
候
補
を
挙
げ
う
る
例
も
何

箇
所
か
あ
る
。
例
え
ば
出
光
美
術
館
蔵
手
鑑
『
見
ぬ
世
の
友
』
所
収
「
諸

社
の
社
司
」
切
は
、
院
の
仰
せ
に
よ
り
諸
社
諸
寺
で
調
伏
の
祈
祷
が
行
わ

れ
た
こ
と
を
述
べ
る
が
、
現
存
盛
衰
記
の
巻
二
七
「
源
氏
追
討
祈
」
の
一

部
と
巻
四
一
「
義
経
院
参
・
平
家
追
討
」
の
一
部
に
そ
れ
ぞ
れ
共
通
す
る

文
言
を
持
つ（
11
（

。
ま
た
鶴
見
大
学
所
蔵
「
あ
り
け
れ
と
」
切
は
巻
一
九
「
文

覚
発
心
」
の
一
部
と
比
定
し
た
が
、
巻
一
七
「
祇
王
祇
女
」
に
も
一
致
す

る
字
句
が
散
在
す
る
。こ
れ
ら
は
も
と
も
と
似
た
内
容
で
あ
る
た
め
だ
が
、

源
平
盛
衰
記
が
、
し
ば
し
ば
自
身
の
文
章
を
複
製
増
殖
さ
せ
る
創
作
方
法

を
と
る
こ
と
に
も
よ
る
。
類
似
し
た
文
章
が
、
回
想
場
面
や
後
日
談
と
し

て
別
の
箇
所
に
現
れ
る
可
能
性
は
あ
る
の
で
あ
る
。
僅
か
な
文
章
か
ら
大

部
な
作
品
の
一
場
面
を
特
定
す
る
こ
と
の
難
し
さ
、
長
門
切
の
扱
い
に
く

さ
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
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㈡　

長
門
切
の
書
写

　

前
述
の
高
城
氏
所
蔵
二
葉
が
衍
字
を
ミ
セ
ケ
チ
や
墨
滅
に
よ
っ
て
処
理

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
門
切
は
転
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ

の
書
写
は
、
一
筆
一
拝
の
よ
う
な
態
度
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
ら
し

い
こ
と
が
分
か
る
。
従
来
紹
介
さ
れ
て
い
た
『
高
㮤
帖
』
所
収
の
「
判
官

の
船
を
」
切
の
中
に
も
「
汀
」
と
書
く
べ
き
所
を
「
汁
」
と
書
い
て
、
擦

り
消
し
て
訂
し
た
箇
所
が
あ
り
、
そ
の
擦
り
消
し
方
は
さ
ほ
ど
丁
寧
で
は

な
い
。
橋
本
貴
朗
氏
が
紹
介
さ
れ
た
「
か
な
研
究
」
三
七
号
所
載
の
一
葉

「
こ
そ
候
へ
か
」
切
も
、
仮
名
書
き
か
漢
字
を
当
て
る
か
を
選
ん
で
墨
線

で
抹
消
し
て
い
る（
11
（

。
今
回
紹
介
し
た
「
せ
は
三
百
余
」
切
の
如
く
傍
書
補

入
を
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
即
ち
長
門
切
に
は
底
本
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
抄
出
か
全
文
書
写
か
は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
い
わ
ゆ
る
「
原
本
」

で
は
な
い
。
有
界
料
紙
・
巻
子
本
と
い
う
、
軍
記
物
語
に
は
や
や
異
例
の

体
裁
か
ら
、
豪
華
本
と
み
な
し
た
く
な
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
む

し
ろ
こ
の
様
式
が
「
物
語
」
で
な
く
「
記
」
に
相
応
す
る
書
物
と
し
て
制

作
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
見
る
方
が
、
平
家
物
語
の
初
期
形
態
を
考

え
る
の
に
有
益
で
あ
る（
11
（

。
世
尊
寺
流
の
書
写
、
大
量
の
巻
子
本
と
い
う
点

か
ら
は
、
有
力
な
背
景
が
あ
っ
た
、
か
な
り
大
が
か
り
な
事
業
を
想
像
し

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

料
紙
は
必
ず
し
も
均
一
な
揃
い
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
何
か
の
料
紙
を
転
用
し
た
可
能
性
も
あ
り
、
年
代
測
定
を
複
数
実
施

し
た
ら
結
果
に
幅
が
出
る
可
能
性
も
あ
る
。
但
し
、
池
田
氏
所
蔵
の
測
定

済
み
の
一
葉
の
み
が
数
百
年
も
遡
る
古
紙
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ

に
も
そ
れ
な
り
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
古
筆
研
究
者
に
よ
る
年
代
判

定
も
、
今
の
と
こ
ろ
炭
素
（（
判
定
の
結
果
を
大
き
く
降
る
も
の
で
は
な
い

よ
う
だ
。
す
べ
て
の
長
門
切
を
炭
素
（（
判
定
に
か
け
ら
れ
な
い
以
上
、
他

の
証
跡
を
追
究
し
て
い
く
ほ
か
は
な
く
、
本
文
の
内
容
や
書
誌
的
形
態
と

共
に
、
料
紙
の
質
、
書
写
の
様
相
を
改
め
て
個
々
に
検
分
す
る
こ
と
が
必

要
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

　

完
成
品
を
儀
礼
用
に
写
し
た
の
で
は
な
く
、
さ
り
と
て
切
継
や
大
幅
な

書
き
入
れ
な
ど
の
作
業
中
で
も
な
い
、（
も
し
全
巻
揃
え
ば
）
膨
大
な
分

量
の
巻
子
本
。朱
引
が
あ
る
こ
と
か
ら
実
際
に
読
ま
れ
た
可
能
性
が
強
く
、

一
部
に
は
重
複
乃
至
は
類
似
場
面
重
出
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
現
存

の
盛
衰
記
に
も
、
複
数
の
本
文
を
摂
取
し
た
た
め
に
重
複
や
自
家
撞
着
を

引
き
起
こ
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
）
と
憶
測
さ
れ
る
。
あ

る
い
は
増
補
試
作
の
過
程
で
一
旦
清
書
し
た
も
の
か
と
も
考
え
て
み
た

が
、
絵
巻
制
作
の
た
め
の
抄
出
作
業
か
と
の
仮
説（
11
（

も
あ
り
、
書
写
事
情
は

今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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㈢　

切
断
以
前
の
巻
子
本

　

平
藤
幸
氏
は
長
門
切
の
切
断
時
期
を
古
筆
家
了
栄
（
一
六
〇
七
～

一
六
七
八
）
か
了
任
（
一
六
二
九
～
一
六
七
四
）
の
頃
と
さ
れ
た（
11
（

。
前
述

の
如
く
切
断
以
前
は
全
巻
揃
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
膨
大
な
分
量
の
巻
子
本

で
あ
り
、
近
世
以
前
に
そ
の
存
在
に
触
れ
る
資
料
は
な
い
の
か
、
と
い
う

疑
問
が
涌
く
。
ま
た
「
長
門
切
」
と
い
う
呼
称
は
前
述
の
通
り
一
〇
代
古

筆
了
伴
か
ら
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
の
だ
が
、「
長
門
」
を
冠
し
た
由
来
も

不
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
思
い
出
し
た
の
が
、
か
つ
て
長
門
本
平
家
物
語
の

伝
本
調
査
を
始
め
た
頃
（
修
士
論
文
作
成
期
だ
っ
た
か
ら
昭
和
四
三
～

四
五
年
）
に
見
た
資
料
類
の
記
述
で
あ
る
。
現
在
で
は
「
長
門
本
」
と
い

う
呼
称
は
明
確
な
対
象
を
指
し
て
い
る
が
、
当
時
は
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る

平
家
物
語
が
一
つ
の
異
本
に
限
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
未
確
認
だ
っ

た（
11
（

の
で
、『
国
書
総
目
録
』
に
挙
げ
ら
れ
た
平
家
物
語
写
本
の
中
、
冊
数

の
多
い
も
の
を
片
端
か
ら
見
て
歩
き
、
全
国
に
七
十
点
前
後
あ
る
二
十
巻

本
平
家
物
語
が
、
赤
間
神
宮
所
蔵
の
長
門
本
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
赤
間
神
宮
蔵
長
門
本
（
い
わ
ゆ
る
旧
国
宝
本
）
は
二
十
巻

二
十
冊
、
現
存
の
伝
本
の
中
に
は
、
目
録
を
付
し
て
二
十
一
冊
の
も
の
や

完
本
な
が
ら
合
冊
し
て
十
六
冊
、
十
四
冊
、
十
一
冊
、
十
冊
仕
立
て
、
あ

る
い
は
完
本
で
二
十
六
冊
、
二
巻
分
欠
け
て
い
な
が
ら
三
十
一
冊
な
ど
の

形
態
が
あ
る（
11
（

が
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
は
二
十
冊
で
あ
っ
た
こ
と

が
『
国
史
館
日
録
』
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
近
世
の
随
筆
・

紀
行
文
の
類
を
見
て
い
く
と
、
様
々
な
説
が
記
録
さ
れ
て
い
る（

11
（

。『
徒
然

草
野
槌
』（
元
和
七
＝
一
六
二
一
年
）
に
は
阿
弥
陀
寺
で
十
六
巻
本
を
見

た
（
但
し
林
羅
山
が
阿
弥
陀
寺
を
訪
れ
た
の
は
慶
長
七
＝
一
六
〇
二
年
ゆ

え
記
憶
違
い
も
あ
り
得
る
か
）
と
記
し
、『
三
暁
庵
随
筆
』
は
「
下
関
安

徳
天
皇
の
御
寺
」
の
宝
物
に
は
五
十
巻
の
平
家
物
語
が
あ
る
と
い
う
。『
兎

園
小
説
』（
文
政
八
＝
一
八
二
五
年
）
は
世
間
に
写
本
で
流
布
す
る
と
い

う
長
門
本
と
阿
弥
陀
寺
本
は
同
じ
物
で
は
な
い
と
し
、『
平
家
物
語
図
会
』

（
文
政
一
〇
＝
一
八
二
七
年
）
は
、
阿
弥
陀
寺
に
は
八
十
六
巻
の
写
本
が

あ
り
、
こ
れ
を
抄
出
し
て
十
六
巻
と
し
た
の
が
世
に
い
う
長
門
本
だ
と
す

る
。
当
時
私
は
、
二
十
冊
の
長
門
本
を
実
見
し
た
記
録
類
を
優
先
し
、
こ

れ
ら
の
資
料
を
誤
伝
と
し
て
却
け
て
顧
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
あ
る

い
は
異
な
る
伝
本
に
関
す
る
情
報
が
入
り
乱
れ
、
混
同
さ
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
一
八
世
紀
前
半
ま
で
は
阿
弥
陀
寺
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
平

家
物
語
（
近
世
末
期
か
ら
は
民
間
で
も
写
さ
れ
、
読
ま
れ
て
い
る
）
に
つ

い
て
は
伝
聞
や
臆
説
が
多
く
、
い
っ
ぽ
う
（
古
筆
家
に
は
知
ら
れ
て
い
た
）

大
部
の
巻
子
本
の
噂
が
、
ど
ち
ら
も
流
布
の
平
家
物
語
と
は
異
な
る
内
容

ら
し
い
と
い
う
だ
け
で
混
同
さ
れ
た
ま
ま
、「
長
門
」（
平
家
滅
亡
の
地
）

の
平
家
物
語
と
し
て
伝
わ
っ
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
『
徒
然
草
野
槌
』
は
和
泉
国
か
ら
京
都
へ
送
ら
れ
て
来
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た
二
十
余
巻
の
平
家
物
語
を
見
た
と
記
し
て
い
る
し
、『
三
暁
庵
随
筆
』は
、

四
十
巻
の
平
家
物
語
が
「
新
納
又
左
右
衛
門
殿
」
の
許
に
あ
っ
た
が
火
事

で
焼
失
し
た
そ
う
だ
と
記
す
。
遡
れ
ば
『
看
聞
日
記
』
永
享
一
〇
年

（
一
四
三
八
）
六
月
二
七
日
条
に
「
内
裏
平
家
一
合
〈
四
十
帖
〉、
依
召
進

之
」
と
あ
る（
1（
（

こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
切
断
以
前
の
長
門
切
底
本
に

関
す
る
手
が
か
り
を
、
な
お
諦
め
ず
に
気
に
か
け
て
い
た
い
。

　
　
　

四
、
長
門
切
か
ら
の
展
望

㈠　

平
家
物
語
の
流
動
過
程
と
の
関
係

　

今
後
も
長
門
切
は
、
模
写
も
含
め
な
お
続
々
と
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
る

で
あ
ろ
う（
11
（

が
、
資
料
が
増
え
る
に
つ
れ
、
む
し
ろ
解
明
す
べ
き
課
題
が
鮮

明
に
な
っ
て
き
た
。こ
の
資
料
群
を
放
置
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

こ
れ
ま
で
に
得
た
情
報
を
整
理
し
、す
こ
し
遠
方
ま
で
見
晴
ら
し
な
が
ら
、

今
後
進
ん
で
行
け
る
方
角
を
探
る
こ
と
に
す
る
。

　

八
十
葉
近
く
が
確
認
さ
れ
た
今
日
で
も
、
長
門
切
の
本
文
は
、
現
存
諸

本
の
中
で
は
源
平
盛
衰
記
に
最
も
近
い
、
と
い
う
判
定
は
動
か
な
い
。
一

割
程
度
は
延
慶
本
に
近
似
し
、
部
分
的
に
盛
衰
記
・
延
慶
本
・
長
門
本
に

共
通
す
る
字
句
が
混
在
す
る
場
合
も
あ
る
。
元
来
、
こ
の
三
本
は
兄
弟
関

係
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
長
門
切
が
一
三
世
紀
末
に
す
で
に
存
在

し
た
と
す
れ
ば
、
三
本
が
分
岐
す
る
以
前
の
す
が
た
を
、
延
慶
本
寄
り
で

な
く
盛
衰
記
（
の
古
態
部
分
）
を
考
慮
し
て
想
定
す
る
こ
と
が
必
要
に
な

ろ
う
。
爾
来
三
百
数
十
年
、
盛
衰
記
は
大
き
く
変
容
を
遂
げ
、
校
訂
・
出

版
を
経
て
普
及
し
、
結
果
的
に
時
代
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
、
近

世
的
風
貌
を
濃
く
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
延
慶
本
は
、
寺
院

の
中
で
書
き
換
え
ら
れ
つ
つ
唱
導
的
・
仏
教
的
色
彩
に
染
ま
り
、
長
門
本

は
物
語
的
・
伝
承
的
な
嗜
好
に
は
ぐ
く
ま
れ
て
生
き
残
り
、
阿
弥
陀
寺
に

奉
納
さ
れ
て
守
り
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

も
は
や
現
存
諸
本
の
中
か
ら
最
古
態
本
を
一
本
選
定
し
、
そ
れ
を
以
て

平
家
物
語
を
論
じ
る
、
乃
至
は
史
料
と
し
て
使
う
、
と
い
う
研
究
姿
勢
は

過
去
の
も
の
と
な
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た（
11
（

通
り
、
我
々
の
前
に
現
存
す
る

諸
本
は
い
わ
ば
偶
然
性
に
よ
る
残
欠
の
鎖
鐶
で
あ
り
、
諸
本
展
開
の
全
体

像
は
推
理
で
補
う
ほ
か
は
な
い
。

　

現
存
す
る
長
門
切
で
見
る
限
り
、
源
平
盛
衰
記
に
至
る
変
容
は
表
現
の

詳
述
化
や
形
式
的
整
備
、説
話
の
摂
取
な
ど
概
ね
増
補
拡
大
傾
向
に
あ
る
。

厳
島
断
簡
と
延
慶
本
の
関
係
も
、
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
た
。
合
戦
場

面
に
諸
本
の
ゆ
れ
が
大
き
い（
11
（

こ
と
は
平
家
物
語
研
究
で
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
こ
と
だ
が
、
義
仲
関
係
の
合
戦
（
横
田
河
原
合
戦
・
北
国
合
戦
）
や

義
経
関
係
の
合
戦
（
屋
島
合
戦
）
の
記
事
で
も
、
時
に
は
本
文
の
対
照
が

困
難
な
ほ
ど
異
同
が
激
し
い
。
い
さ
さ
か
想
像
を
逞
し
く
し
、
次
の
二
点
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を
仮
説
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

①
長
門
切
に
義
仲
関
係
の
合
戦
部
分
が
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
す
る
と
、
語
り
本
系
平
家
物
語
諸
本
よ
り
も
、
か
つ
て
は
義
仲
進
出
記

事
の
位
置
づ
け
が
大
き
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
京
都
人
か
ら
す
れ
ば
最

初
に
都
へ
入
っ
て
き
て
平
氏
を
追
い
落
と
し
た
の
は
義
仲
で
あ
っ
た
。
そ

の
義
仲
が
入
京
す
る
ま
で
の
過
程
を
詳
述
し
よ
う
と
す
る
努
力
（
情
報
収

集
と
記
事
構
成
の
試
行
）が
行
わ
れ
て
、し
か
し
や
が
て
縮
小
さ
れ
て
い
っ

た
と
い
う
想
定
は
、
検
討
す
る
価
値
が
あ
る
。

　

②
屋
島
合
戦
は
史
実
よ
り
も
膨
ら
ま
せ
ら
れ
、
い
く
つ
か
の
挿
話
が
創

造
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か（
11
（

。
一
ノ
谷
か
ら
壇
ノ
浦
ま
で
の
間
に
、
平

氏
滅
亡
と
い
う
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
の
序
と
し
て
、
屋
島
合
戦
記
事
の
一
群

が
設
け
ら
れ
た
。
つ
ま
り
屋
島
合
戦
は
物
語
の
上
で
壇
ノ
浦
の
前
哨
戦
の

役
割
を
担
い
、
平
家
軍
の
武
士
た
ち
が
義
経
軍
を
振
り
回
し
、
善
戦
す
る

場
面
を
設
け
た
（
そ
れ
は
結
果
的
に
義
経
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
、

壇
ノ
浦
で
の
平
氏
滅
亡
へ
の
導
入
と
な
っ
た
）
の
だ
っ
た
。�

　

頼
朝
挙
兵
記
事
該
当
箇
所
に
つ
い
て
長
門
切
の
有
無
が
分
か
ら
な
い
の

が
残
念
で
あ
る
が
、
早
期
の
平
家
物
語
で
は
、
平
家
を
追
い
込
ん
で
い
く

過
程
に
お
い
て
、
現
存
平
家
物
語
と
は
す
こ
し
異
な
る
視
点
で
、
義
仲
や

義
経
、
東
国
武
士
た
ち
の
活
躍
が
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
て
み
て

よ
い
と
思
う
。

㈡　

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
年
代
推
定
へ
の
利
用
を
敬
遠
さ
れ
て
き
た
古
筆
切
に
依
拠
し

て
、
平
家
物
語
の
流
動
と
変
容
に
新
し
い
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
を
主
張

し
て
き
た
が
、
古
筆
切
の
す
べ
て
が
直
ち
に
そ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
せ

る
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
伝
道
増
筆
（
道
増
の
実
際
の
筆
跡
で
は
な
い
と

さ
れ
て
い
る
）
の
平
家
切
は
流
布
本
系
の
本
文
で
あ
り
、
ほ
か
に
も
流
布

本
の
本
文
を
持
ち
な
が
ら
一
四
世
紀
前
後
の
伝
承
筆
者
名
が
つ
い
て
い
る

も
の
も
あ
る
。
し
か
し
長
門
切
の
発
見
は
そ
の
年
代
だ
け
が
問
題
な
の
で

は
な
く
、延
慶
本
一
辺
倒
で
進
ん
で
き
た
近
年
の
平
家
物
語
古
態
研
究
に
、

源
平
盛
衰
記
的
本
文
も
ま
た
比
較
的
は
や
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
考
え

て
み
る
こ
と
を
突
き
つ
け
た
、
そ
し
て
本
文
流
動
の
大
枠
の
と
ら
え
方
を

再
考
す
る
よ
う
に
促
し
た
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

成
立
論
・
諸
本
論
の
新
展
開
と
号
す
る
所
以
で
あ
る
。

注（（
）�
佐
々
木
孝
浩
『
日
本
古
典
書
誌
学
論
』（
笠
間
書
院　

平
成
二
八
）
四
―
２
（
初

出
平
成
二
五
／
二
）。
な
お
源
平
盛
衰
記
巻
一
一
相
当
部
分
と
巻
一
五
相
当
部
分
、

及
び
そ
れ
以
外
は
別
筆
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
別
に
本
文
の
性

質
が
異
な
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
但
し
巻
一
五
は
「
宇
治
合
戦
」
を
含
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み
、
切
と
盛
衰
記
と
の
間
の
異
同
が
激
し
い
。

（
（
）�
古
筆
鑑
定
家
の
中
で
も
了
栄
・
了
任
以
降
、
つ
ま
り
一
七
世
紀
半
ば
以
降
の
極
め

が
多
く
、
平
藤
幸
氏
は
切
断
時
期
を
こ
の
頃
か
と
推
測
す
る
（
平
藤
幸
「
新
出
『
平

家
物
語
』
長
門
切
―
紹
介
と
考
察
」　
『
国
文
学
叢
録　

論
考
と
資
料
』
笠
間
書
院�

平
成
二
六
）。

（
3
）�

中
村
健
太
郎
「
古
筆
切
資
料
と
し
て
の
伝
世
尊
寺
行
俊
筆
「
長
門
切
」
―
伝
称
筆

者
と
名
物
切
の
名
称
に
つ
い
て
―
」（
國
學
院
雑
誌　

平
成
二
五
／
一
一
）

（
（
）�

松
尾
葦
江
「「
長
門
切
」
問
題
―
平
家
物
語
成
立
論
の
更
新
」（
リ
ポ
ー
ト
笠
間
5（�

平
成
二
七
／
一
一
）

（
5
）�「
こ
の
「
み
な
し
て
」
と
い
う
点
が
し
ば
し
ば
理
解
さ
れ
ず
に
、
延
慶
本
を
鎌
倉

初
期
の
本
文
と
し
て
利
用
す
る
例
が
見
ら
れ
る
。

（
6
）
松
尾
葦
江
『
軍
記
物
語
論
究
』（
若
草
書
房　

平
成
八
）
四
―
３
参
照
。

（
（
）
松
尾
葦
江
『
軍
記
物
語
論
究
』（
若
草
書
房　

平
成
八
）
四
九
四
頁
以
下
。

（
（
）�

池
田
和
臣
「
長
門
切
の
加
速
器
分
析
法
に
よ
る
（（
Ｃ
年
代
測
定
」『
文
化
現
象
と

し
て
の
源
平
盛
衰
記
』（
笠
間
書
院　

平
成
二
七
）

（
（
）
僧
深
賢
書
状
（
正
元
元
年
＝
一
二
五
九
年
）
に
見
え
る
「
平
家
物
語
合
八
帖
」。

（
（0
）
注
６
に
同
。

（
（（
）
注
４
に
同
。

（
（（
）
平
藤
幸
氏
注
２
論
文
参
照
。

（
（3
）�

高
橋
典
幸
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、こ
の
当
時
の
人
名
と
官
職
を
当
て
は
め
る
と
、

藤
原
季
宗
＝
春
宮
権
大
夫
、
藤
原
伊
房
＝
大
宮
権
大
夫
、
源
俊
実
＝
右
兵
衛
督
、

藤
原
家
忠
＝
三
位
中
将
、
殿
下
＝
関
白
藤
原
師
実
、
左
大
将
＝
藤
原
師
通
、
内
大

臣
＝
藤
原
能
長
と
な
る
。
ツ
レ
と
併
せ
て
読
む
と
非
参
議
の
近
衛
中
将
の
装
束
に

つ
い
て
知
り
た
が
っ
て
い
る
の
ら
し
い
。

（
（（
）�

裏
面
に
室
町
期
の
医
書
ら
し
き
片
仮
名
交
じ
り
の
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
由
で
あ

る
（
日
比
野
浩
信
「『
平
家
物
語
』
長
門
切
の
一
伝
存
形
態
」
汲
古
（5　

平
成

一
六
／
六
）。
な
お
佐
々
木
孝
浩
氏
は
、
田
中
登
氏
蔵
の
切
も
横
半
分
に
折
っ
た

痕
跡
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
注
１
）。

（
（5
）�

手
鑑
の
定
石
に
ほ
ぼ
則
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
単
な
る
小
型
本

と
し
て
の
珍
し
さ
だ
け
で
な
く
贅
沢
な
小
手
鑑
な
の
ら
し
い
。
佐
々
木
氏
に
よ
る

全
貌
の
紹
介
が
俟
た
れ
る
。

（
（6
）�

盛
衰
記
・
延
慶
本
・
長
門
本
は
こ
の
箇
所
「
権
亮
少
将
」
と
な
っ
て
い
る
。『
吉
記
』

に
は
治
承
四
年
一
二
月
二
日
、
同
五
年
三
月
一
三
日
条
に
「
権
亮
」
と
記
す
と
こ

ろ
か
ら
、
仁
平
氏
は
維
盛
が
退
任
後
も
権
亮
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は

と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
秋
山
寿
子
氏
も
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
（「
二
人

の
三
位
中
将
」『
軍
記
文
学
の
系
譜
と
展
開
』
汲
古
書
院　

平
成
一
〇
）。

（
（（
）�

藤
井
隆
「
平
家
物
語
異
本
「
平
家
切
」
管
見
」『
松
村
博
司
先
生
喜
寿
記
念　

国

語
国
文
学
論
集
』（
右
文
書
院　

昭
和
六
一
）。

（
（（
）�

行
忠
（
一
三
一
二
～
一
三
八
一
）
は
行
俊
の
先
代
に
当
た
り
、
東
京
国
立
博
物
館

蔵
「
後
三
年
合
戦
絵
巻
」
の
詞
書
筆
者
と
さ
れ
て
い
る
（
橋
本
貴
朗
「
中
世
世
尊

寺
家
の
書
法
と
そ
の
周
辺
―
「
長
門
切
」
一
葉
の
紹
介
を
兼
ね
て
―
」『
文
化
現

象
と
し
て
の
源
平
盛
衰
記
』
笠
間
書
院　

平
成
二
七
）。

（
（（
）�

あ
ら
ゆ
る
事
象
に
合
理
的
な
説
明
を
つ
け
て
記
述
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
現
存

盛
衰
記
に
特
徴
的
な
方
法
の
一
つ
で
あ
る
（
松
尾
葦
江
『
平
家
物
語
論
究
』
第
二

章　

明
治
書
院　

昭
和
六
〇
）。

（
（0
）�

注
（（
論
文
に
は
「
某
寺
蔵
小
屏
風
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
藤
井
氏
の
御
教
示
を

得
て
所
蔵
先
に
閲
覧
を
お
願
い
し
て
み
た
が
、
代
も
替
わ
り
、
寺
宝
の
整
理
は
出

来
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
藤
井
氏
の
翻
字
の
ま
ま
引

く
。
藤
井
氏
は
意
味
上
の
切
れ
目
に
一
字
ア
キ
を
用
い
、
行
替
え
は
示
し
て
お
ら

れ
な
い
。
な
お
「
下
り
」
二
字
は
傍
書
補
入
ら
し
い
。

（
（（
）
松
尾
葦
江
『
軍
記
物
語
原
論
』（
笠
間
書
院　

平
成
二
〇
）
一
―
５
。

（
（（
）�

仁
平
氏
と
書
簡
で
意
見
交
換
を
し
た
が
、
氏
は
「
国
ヘ
下
り
け
」
切
と
「
去
二
月

に
兵
」
切
と
が
わ
ず
か
な
間
を
置
い
て
連
接
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
前
者

は
「
人
々
」
を
主
語
と
し
後
者
は
「
平
家
」
を
主
語
と
し
て
、
記
述
の
視
点
を
異



― 5（ ― 長門切からわかること

に
し
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
連
続
す
る
と
し
て
も
語
り
手
の
口
調
が
変
わ
る
だ

け
の
間
隔
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
「
国
ヘ
下
り
け
」
切
の
表
に
縦
罫
が
あ
っ
た
の

か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
残
る
。

（
（3
）�

平
藤
幸
氏
注
２
論
文
に
付
せ
ら
れ
た
「
長
門
切
一
覧
」
に
は
、
こ
の
点
誤
認
が
あ

る
。

（
（（
）
橋
本
貴
朗
氏
注
（（
論
文
。

（
（5
）
佐
々
木
孝
浩
注
１
著
書
序
編
。

（
（6
）
橋
本
貴
朗
氏
注
（（
論
文
。

（
（（
）
平
藤
幸
氏
注
２
論
文
二
五
八
頁
。

（
（（
）�

昭
和
前
期
ま
で
は
阿
弥
陀
寺
本
、
長
府
本
な
ど
の
呼
称
も
通
用
し
て
お
り
、「
長

門
本
」
で
括
る
こ
と
の
で
き
る
概
念
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
調
査
し
て
み

る
と
冊
数
の
多
い
平
家
物
語
の
中
に
は
平
曲
譜
本
や
奈
良
絵
本
な
ど
も
あ
り
、
現

に
筑
波
大
学
所
蔵
の
平
曲
譜
本
の
一
つ
に
は
「
長
門
本
平
家
物
語
」
と
い
う
外
題

が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）
松
尾
葦
江
『
平
家
物
語
論
究
』
三
―
二
（
明
治
書
院　

昭
和
六
〇
）。

（
30
）
十
二
冊
説
『
長
崎
行
役
日
記
』
な
ど
、
三
十
二
冊
説
『
江
戸
参
府
紀
行
』。

（
3（
）�

こ
の
半
月
前
に
は
「
平
家
絵
十
巻
」
を
内
裏
か
ら
賜
り
、
三
日
後
に
返
却
し
て
い

る
。��

（
3（
）
鶴
見
大
学
で
も
最
近
、
新
た
な
一
葉
を
所
蔵
さ
れ
た
と
仄
聞
し
て
い
る
。

（
33
）�

松
尾
葦
江
「
資
料
と
の
「
距
離
」
感
―
平
家
物
語
の
成
立
流
動
を
論
じ
る
前
提
と

し
て
―
」（
國
學
院
雑
誌　

平
成
二
五
／
一
一
）。

（
3（
）�

細
部
の
例
を
挙
げ
る
と
、
武
士
の
呼
称
に
つ
い
て
、
姓
と
名
の
ど
ち
ら
で
呼
ぶ
か

が
切
と
盛
衰
記
と
で
異
な
る
場
合
が
多
く
、
し
か
も
、
切
と
盛
衰
記
と
の
選
択
に

法
則
性
が
見
い
だ
せ
な
い
。
こ
の
問
題
は
も
っ
と
多
く
の
例
を
集
め
て
考
察
す
る

必
要
が
あ
る
。

（
35
）�

こ
の
点
は
長
門
切
と
は
別
に
、
す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
松
尾
葦
江
「
屋
島

合
戦
記
事
の
形
成
」『
平
家
物
語
の
多
角
的
研
究　

屋
代
本
を
拠
点
と
し
て
』
ひ

つ
じ
書
房　

平
成
二
三
）。
特
に
長
門
切
の
「
与
一
射
扇
」
関
連
箇
所
を
見
る
と
、

本
文
形
成
試
行
の
痕
が
し
の
ば
れ
る
。

＊
本
稿
は
平
成
二
十
八
年
七
月
に
擱
筆
し
、
同
九
月
上
旬
に
投
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

＊
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
と
紹
介
を
お
許
し
下
さ
っ
た
多
く
の
方
々
に
、
御
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。


