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の
紹
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岩

坪

健

は
じ
め
に

近
年
︑
同
志
社
大
学
が
所
蔵
す
る
こ
と
に
な
っ
た
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂
と

い
う
名
の
源
氏
物
語
画
帖
に
つ
い
て
紹
介
す
る
︒
こ
の
作
品
︵
以
下
︑
本
画
帖

と
称
す
る
︶
は
︑
そ
の
存
在
も
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
新
資
料
で
あ
る
︒

一
︑
本
画
帖
の
書
誌

ま
ず
︑
書
誌
か
ら
述
べ
る
︒
本
画
帖
は
布
に
包
ま
れ
黒
漆
箱
に
入
れ
ら
れ
︑

箱
の
寸
法
は
縦
三
四
・
六
︑
横
三
一
・
〇
︑
高
さ
二
〇
・
八
セ
ン
チ
で
︑
箱
書

は
な
い
︒
本
画
帖
の
表
紙
は
緑
色
地
に
梅
花
散
ら
し
の
布
で
縦
二
七
・
八
︑
横

二
四
・
六
セ
ン
チ
︑
外
題
も
内
題
も
な
い
︒
形
状
は
折
本
型
式
で
︑
源
氏
物
語

五
十
四
帖
か
ら
物
語
本
文
を
抜
き
書
き
し
た
色
紙
を
右
に
︑
そ
れ
に
対
応
す
る

絵
を
左
に
配
し
て
貼
ら
れ
て
い
る
︒
料
紙
の
大
き
さ
は
詞
書
も
絵
も
同
じ
く
縦

一
七
・
四
︑
横
一
六
・
〇
セ
ン
チ
で
︑
い
ず
れ
も
五
十
四
枚
揃
っ
て
い
る
︒
詞

書
を
記
し
た
絹
布
に
は
十
二
弁
と
十
六
弁
の
菊
花
模
様
が
︑
金
色
と
青
色
に
刷

ら
れ
て
い
る
︒
斐
紙
に
描
か
れ
た
絵
は
淡
彩
で
︑
全
図
に
金
泥
の
霞
引
き
が
見

ら
れ
︑
用
い
ら
れ
た
金
も
顔
料
も
上
等
で
あ
る
︒
ま
た
︑
色
紙
も
台
紙
も
周
囲

は
金
で
縁
取
ら
れ
︑
さ
ら
に
台
紙
に
は
一
面
に
金
箔
が
散
ら
さ
れ
た
豪
華
本
で

あ
る
︒
こ
の
ほ
か
詞
書
の
筆
者
目
録
を
記
し
た
も
の
が
添
え
ら
れ
︑
そ
の
包
紙

に
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み

筆
者
目
録
﹂
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
︒

二
︑
詞
書
の
本
文
系
統

現
存
最
古
の
源
氏
絵
で
あ
る
﹃
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
﹄
の
詞
書
は
︑
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
本
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
︒
本
画
帖
は
第
十
九
帖
︵
薄
雲
の
巻
︶
に
の

み
中
略
が
見
ら
れ
︑
贈
答
歌
の
あ
と
︑
﹁
の
と
か
に
を
と
な
く
さ
め
給
︒
さ
る

こ
と
ゝ
は
お
も
ひ
し
つ
む
れ
と
︑
え
な
む
た
へ
さ
り
け
る
﹂︵
六
〇
八
頁
�
行

源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
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介
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目①
︶
の
箇
所
が
抜
け
て
い
る
︒

詞
書
の
本
文
系
統
を
﹃
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
﹄
で
調
べ
る
と
︑
青
表
紙

本
系
統②
の
三
条
西
家
本
︵
三
条
西
伯
爵
家
蔵
︶
に
最
も
近
い
︒
と
り
わ
け
以
下

に
挙
げ
る
三
例
に
お
い
て
︑
本
画
帖
の
本
文
と
一
致
す
る
の
は
三
条
西
家
本
し

か
な
い
︒

�
︑
第
五
十
帖
︵
東
屋
の
巻
︶
の
﹁
な
の
り
を
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
は
﹂

︵
一
八
四
四
頁
�
行
目
︶
の
一
節
は
︑﹃
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
﹄
の
底

本
で
は
﹁
な
の
り
を
せ
さ
せ
給
へ
れ
は
﹂
と
あ
り
︑
三
条
西
家
本
以
外
は

底
本
と
同
じ
で
あ
る
︒

�
︑
第
五
十
一
帖
︵
浮
舟
の
巻
︶
の
末
尾
は
︑﹁
み
か
は
し
た
ら
むａ
に
て
た

に
︑
め
つ
ら
し
き
な
か
の
あ
は
れ
︑ｂ
お
ほ
く
そ
ひ
ぬ
へ
き
ほ
と
な
り
﹂

︵
一
八
八
八
頁
�
行
目
︶
で
終
わ
っ
て
い
る
︒﹃
源
氏
物
語
大
成

校
異

篇
﹄
の
底
本
は
傍
線
ａ
の
﹁
に
て
﹂
を
欠
き
ｂ
は
﹁
お
ほ
か
り
ぬ
﹂︑
他

本
に
も
ｂ
が
﹁
お
ほ
か
る
﹂
な
ど
異
同
が
あ
る
の
に
対
し
て
︑
三
条
西
家

本
の
み
本
画
帖
と
同
文
で
あ
る
︒

�
︑
第
二
十
八
帖
︵
野
分
の
巻
︶
の
︑﹁
御
前
の
か
た
を
み
や
り
給
へ
は
︑

み
か
う
し
︑
ふ
た
ま
は
か
り
あ
け
て
☆
人
々
ゐ
た
り
﹂︵
八
七
〇
頁
�
行

目
︶
の
☆
印
の
箇
所
に
︑﹃
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
﹄
の
底
本
に
は

﹁
ほ
の
か
な
る
あ
さ
ほ
ら
け
の
ほ
と
に
︑
み
す
ま
き
あ
け
て
﹂
の
一
節
が

あ
る
︒
一
見
︑
本
画
帖
の
単
な
る
脱
落
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
三
条
西

家
本
に
も
な
い
︒
そ
の
箇
所
は
青
表
紙
本
の
他
本
に
も
河
内
本
に
も
あ
り
︑

本
画
帖
と
三
条
西
家
本
に
の
み
無
い
こ
と
か
ら
︑
両
者
の
深
い
関
係
が
知

ら
れ
る③
︒

三
条
西
家
本
は
現
在
︑
日
本
大
学
図
書
館
所
蔵
で④
︑
奥
書
に
よ
る
と
三
条
西

実
隆
が
七
十
七
歳
の
享
禄
四
年
︵
一
五
三
一
︶
に
︑
子
息
の
公
条
・
公
順
の
協

力
を
得
て
完
成
し
た
︒
そ
の
後
︑
後
陽
成
院
・
霊
元
院
・
桜
町
天
皇
の
時
に
そ

れ
ぞ
れ
書
写
さ
れ
︑
今
で
も
宮
内
庁
書
陵
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
︑
宮
中

に
お
い
て
重
ん
じ
ら
れ
た
写
本
で
あ
る
︒
一
方
︑
そ
れ
ら
と
は
別
に
書
陵
部
に

は
︑
実
隆
の
花
押
が
押
さ
れ
た
五
十
四
帖
が
あ
り
︑
巻
名
は
後
柏
原
天
皇
筆
で

あ
る
︒
奥
書
に
よ
り
実
隆
が
四
十
六
歳
の
明
応
九
年
︵
一
五
〇
〇
︶
か
ら
永
正

三
年
︵
一
五
〇
六
︶
ま
で
の
間
に
書
写
さ
れ
た
と
さ
れ
る
︒
当
写
本
は
影
印
が

あ
り⑤
︑
先
の
三
例
の
箇
所
を
調
べ
る
と
︑
す
べ
て
本
画
帖
す
な
わ
ち
三
条
西
家

本
と
一
致
し
な
い⑥
︒

三
︑
絵
の
場
面
設
定
︑
構
図

次
に
︑
絵
の
考
察
に
移
る
︒
本
画
帖
に
は
場
面
の
設
定
や
構
図
に
お
い
て
︑

他
の
作
品⑦
に
は
見
ら
れ
な
い
図
が
散
見
さ
れ
る
︒

Ａ

第
二
十
五
帖
︵
蛍
の
巻
︶

ま
ず
詞
書
を
全
文
引
用
す
る
︒
﹁
宰
相
の
君
と
て
︑
手
な
と
も
よ
ろ
し
く
か

き
︑
お
ほ
か
た
も
お
と
な
ひ
た
る
人
な
れ
は
︑
さ
る
へ
き
折
々
の
御
か
へ
り
な
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﹁
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介

五
八



と
か
ゝ
せ
給
へ
は
め
し
い
て
ゝ
︑
言
葉
な
と
の
た
ま
ひ
て
︑
か
ゝ
せ
給
ふ
﹂

︵
八
〇
六
頁
�
行
目
︶︒
こ
れ
は
玉
鬘
に
送
ら
れ
て
く
る
多
く
の
恋
文
に
対
し
て
︑

養
父
の
光
源
氏
が
宰
相
の
君
と
い
う
女
房
を
呼
び
出
し
て
返
事
を
指
示
し
て
い

る
箇
所
で
あ
る
︒
こ
の
あ
と
求
婚
者
の
一
人
で
あ
る
宮
が
訪
れ
︑
源
氏
が
蛍
を

放
つ
と
い
う
︑
当
巻
を
代
表
す
る
名
場
面
に
続
く
︒
絵
で
は
室
内
に
源
氏
と
玉

鬘
が
向
か
い
合
い
︑
隣
室
に
手
紙
を
両
手
で
広
げ
て
持
つ
女
房
が
控
え
て
い
る
︒

こ
の
場
面
を
描
い
た
例
は
︑
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
︒

Ｂ

第
五
十
帖
︵
東
屋
の
巻
︶

当
巻
は
﹃
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
﹄
で
は
︑
薫
が
浮
舟
の
隠
れ
住
む
三
条
の
小

家
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
を
描
い
て
い
る
︒
簀
子
に
薫
が
腰
掛
け
︑
室
内
で
は
薫
よ

り
早
く
に
訪
れ
た
弁
の
尼
が
浮
舟
た
ち
と
話
を
し
て
い
る
︒
一
方
︑
本
画
帖
で

は
室
内
に
薫
と
弁
の
尼
が
対
面
し
て
い
る
だ
け
で
︑
ほ
か
の
人
物
は
見
ら
れ
な

い
︒
詞
書
は
︑
薫
に
呼
ば
れ
た
弁
の
尼
が
﹁
と
く
ち
に
い
さ
り
い
て
た
り
﹂

︵
戸
口
に
い
ざ
り
出
た
︒
一
八
四
四
頁
�
行
目
︶
の
あ
た
り
で
終
わ
り
︑
そ
の

あ
と
薫
が
簀
子
に
座
る
場
面
に
移
る
︒
よ
っ
て
本
画
帖
の
詞
書
の
箇
所
は
︑
ま

だ
薫
が
戸
口
に
い
る
段
階
で
あ
り
︑
絵
と
は
合
わ
な
い
︒
そ
の
あ
と
物
語
で
は

薫
が
入
室
し
て
浮
舟
と
会
う
が
︑
弁
の
尼
と
薫
が
話
す
の
は
翌
朝
で
あ
り
︑
本

画
帖
が
ど
の
場
面
を
描
い
た
の
か
釈
然
と
し
な
い
︒

Ｃ

第
三
十
五
帖
︵
若
菜
下
の
巻
︶

当
巻
の
巻
頭
近
く
に
︑
六
条
院
に
お
い
て
競
射
が
催
さ
れ
た
と
あ
る
︒
そ
の

図
は
﹃
石
山
寺
蔵
四
百
画
面

源
氏
物
語
画
帖
﹄
や
﹃
九
曜
文
庫
蔵

源
氏
物

語
扇
面
画
帖
﹄
に
も
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
本
画
帖
は
弓
を
射
る
人
が
片

肌
を
脱
ぎ
︑
背
中
の
左
半
分
も
肌
が
見
え
て
い
る
点
が
特
異
で
あ
る
︒
他
の
作

品
は
脱
い
で
い
な
い
し
︑
そ
も
そ
も
源
氏
物
語
絵
に
お
い
て
肌
が
露
わ
な
描
き

方
は
珍
し
い
︒
も
っ
と
も
﹃
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
﹄
で
は
自
邸
に
い
る
雲
井
雁

に
二
例
見
ら
れ
︑
夜
中
に
泣
き
出
し
た
乳
児
に
乳
を
含
ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ

︵
横
笛
の
巻
︶
と
︑
衣
一
枚
で
腕
な
ど
が
透
け
て
見
え
る
と
こ
ろ
︵
夕
霧
の
巻
︶

で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
後
世
の
作
品
で
は
肌
の
露
出
は
な
く
な
り
︑
と
り
わ
け
源

氏
絵
が
婚
礼
道
具
に
な
っ
た
江
戸
時
代
で
は
ま
ず
見
ら
れ
な
い
︒

本
画
帖
の
類
例
と
し
て
は
﹃
北
野
天
神
絵
巻
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
菅
原
道
真

が
二
十
六
歳
の
と
き
︑
弓
場
で
弓
を
射
る
と
百
発
百
中
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
場

面
で
あ
る
︒
今
ま
さ
に
弓
の
弦
を
引
き
絞
る
道
真
の
姿
を
承
久
本
﹃
北
野
天
神

絵
巻
﹄
は
前
方
か
ら
︑
弘
安
本
﹃
北
野
天
神
絵
巻
﹄
は
後
方
か
ら
描
く
が
︑
い

ず
れ
も
左
腕
と
上
半
身
の
左
半
分
近
く
は
肌
が
見
え
て
い
る
︒

Ｄ

第
四
十
六
帖
︵
椎
本
の
巻
︶

詞
書
は
巻
頭
近
く
で
︑
匂
宮
た
ち
が
宇
治
に
泊
ま
っ
た
と
き
︑
対
岸
に
住
む

八
の
宮
か
ら
薫
に
手
紙
が
届
き
︑
匂
宮
が
代
わ
り
に
返
歌
し
た
箇
所
で
あ
る
︒

﹃
源
氏
物
語
絵
詞
﹄
に
︑﹁
宇
治
︑
匂
宮
ま
い
り
給
︒
公
家
︑
多
あ
る
へ
し
︒
大

臣
の
子
共
あ
る
へ
し
︒
ご
︑
す
く
ろ
く
あ
る
へ
し
︒
も
と
よ
り
か
は
ら
け
︑
と

り
〳
〵
あ
そ
ひ
の
て
い
︑
く
わ
ん
け
ん
あ
る
へ
し
︒
宇
治
の
は
た
な
り
︒
夕
き

源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
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介
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り
の
公
達
︑
六
人
あ
る
へ
し
︒
其
外
あ
る
へ
し
︒﹂
と
記
さ
れ
た
よ
う
に
︑
匂

宮
の
外
出
に
は
大
勢
の
臣
下
た
ち
が
同
伴
し
て
い
る
︒
こ
の
場
面
を
描
い
た
和

泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
﹃
源
氏
物
語
手
鑑
﹄
に
は
︑
少
年
も
含
め
計
八
人

も
い
る
︒
と
こ
ろ
が
本
画
帖
で
は
二
人
し
か
い
な
い
︒

本
画
帖
に
似
た
図
が
︑﹃
九
曜
文
庫
蔵

源
氏
物
語
扇
面
画
帖
﹄
椎
本
の
巻

に
見
ら
れ
る
︒
部
屋
の
奥
に
い
る
烏
帽
子
姿
は
手
紙
を
広
げ
︑
端
に
い
る
冠
姿

と
向
き
合
っ
て
い
る
構
図
は
本
画
帖
と
共
通
す
る
︒
た
だ
し
九
曜
文
庫
は
同
じ

巻
で
は
あ
る
が
別
の
場
面
で
︑
八
の
宮
が
亡
く
な
り
見
舞
い
の
使
者
を
送
っ
た

匂
宮
が
︑
返
事
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
よ
っ
て
本
画
帖
に
描
か
れ
た
二

人
は
匂
宮
と
薫
だ
が
︑
九
曜
文
庫
は
匂
宮
と
使
者
に
な
る
︒

Ｅ

第
十
帖
︵
賢
木
の
巻
︶

本
画
帖
は
光
源
氏
が
頭
中
将
た
ち
と
韻ゐ

ん

塞
ふ
た
ぎ

に
興
じ
て
い
る
場
面
で
あ
る
︒

絵
に
は
室
内
に
四
人
の
男
性
が
お
り
︑
一
人
は
本
を
手
に
持
ち
︑
他
の
三
人
は

畳
の
上
に
冊
子
を
そ
れ
ぞ
れ
置
い
て
い
る
︒
こ
の
書
物
を
恋
文
に
置
き
換
え
る

と
︑
本
画
帖
に
も
描
か
れ
た
雨
夜
の
品
定
め
︵
帚
木
の
巻
︶
と
同
じ
図
様
に
な

る
︒賢

木
の
巻
の
詞
書
を
全
文
引
用
す
る
と
︑﹁
又
︑
い
た
つ
ら
に
い
と
ま
有
け

な
る
は
か
せ
と
も
め
し
あ
つ
め
て
︑
ふ
み
つ
く
り
ゐ
ん
ふ
た
き
な
と
や
う
の
す

さ
ひ
わ
さ
と
も
を
も
し
な
と
︑
心
を
や
り
て
︑
み
や
つ
か
へ
も
お
さ
〳
〵
し
給

は
す
﹂︵
三
七
二
�
︶
と
あ
り
︑
ま
だ
博
士
た
ち
を
呼
び
寄
せ
た
程
度
で
あ
る
︒

物
語
は
こ
の
あ
と
︑
大
勢
の
専
門
家
を
呼
び
韻
塞
を
盛
大
に
催
し
て
源
氏
が
勝

ち
︵
甲
︶︑
負
け
た
中
将
は
負ま

け

態わ
ざ

を
す
る
︵
乙
︶
と
続
く
︒
甲
の
図
は
バ
ー
ク

財
団
蔵⑧
︑
乙
は
﹃
石
山
寺
蔵
四
百
画
面

源
氏
物
語
画
帖
﹄
や
承
応
三
年
版
本

に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
本
画
帖
の
場
面
は
管
見
の
限
り
見
出
せ
な
い
︒

以
上
の
Ａ
～
Ｅ
以
外
に
も
︑
本
画
帖
に
は
稀
な
例
が
多
い
︒
た
と
え
ば
︑
男

踏
歌
の
翌
日
を
描
い
た
場
面
︵
第
四
十
四
帖
︑
竹
河
︶
は
承
応
版
本
の
挿
絵

︵
山
本
春
正
画
︶
が
取
り
あ
げ
た
だ
け
で
︑
肉
筆
画
に
は
見
当
た
ら
な
い
︒
そ

の
ほ
か
三
つ
の
香
炉
か
ら
煙
が
出
て
い
る
図
︵
第
三
十
八
帖
︑
鈴
虫
︶
は
︑
土

佐
光
則
筆
﹁
白
描
源
氏
物
語
画
帖
﹂︵
バ
ー
ク
財
団
蔵
︶
の
図
柄
に
似
て
い
る

が
︑
類
例
は
少
な
い
︒
ま
た
︑
匂
宮
が
中
の
君
の
横
で
琵
琶
を
弾
い
て
い
る
図

︵
第
四
十
九
帖
︑
宿
木
︶
は
︑
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
に
も
見
ら
れ
る
が
︑
匂
宮

が
中
庭
の
向
こ
う
側
に
い
る
女
房
た
ち
を
眺
め
て
い
る
構
図
は
珍
し
い
︒
そ
の

ほ
か
第
四
十
五
帖
︵
橋
姫
︶
は
︑
宇
治
の
八
の
宮
邸
で
薫
が
垣
間
見
し
て
い
る

と
い
う
︑
こ
の
巻
を
代
表
す
る
名
場
面
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
薫
は
通
常
︑

地
面
に
立
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
本
画
帖
は
簀
子
に
上
が
っ
て
い
る
し
︑
ま

た
描
き
忘
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
琴
が
見
当
た
ら
な
い
︒

四
︑
詞
書
の
筆
者
目
録

本
画
帖
に
は
筆
者
目
録
が
添
え
ら
れ
︑
詞
書
を
執
筆
し
た
人
々
の
名
が
記
さ

れ
て
い
る
︒
そ
の
全
文
を
翻
刻
す
る
に
あ
た
り
︑
各
帖
の
頭
に
巻
の
通
し
番
号

源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
社
大
学
所
蔵
︶
の
紹
介
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︵
�
～
54
︶
を
付
け
︑
改
行
は
／
で
表
わ
す
︒

源
氏
物
語
詞
書
／
筆
者
目
録
／
�
き
り
つ
ほ

鷹
司
房
輔
公
／
�
は
ゝ
き

木

大
覚
寺
性
真
法
親
王
／
�
う
つ
せ
み

飛
鳥
井
雅
章
卿
／
�
ゆ
ふ
か

ほ

烏
丸
光
雄
卿
／
�
わ
か
む
ら
さ
き

油
小
路
隆
貞
卿
／
�
す
ゑ
つ
む

は
な

妙
法
院
尭
恕
法
親
王
／
�
も
み
ち
の
賀

青
蓮
院
尊
證
法
親
王
／

�
花
の
ゑ
ん

西
園
寺
實
晴
公
／
�
あ
ふ
ひ

大
炊
御
門
経
孝
公
／
10
さ

か
木

持
明
院
基
時
卿
／
11
花
ち
る
さ
と

日
野
弘
資
卿
／
12
す
ま

梶
井
慈
胤
法
親
王
／
13
あ
か
し

花
山
院
定
誠
公
／
14
み
を
つ
く
し

今

出
川
公
規
公
／
15
よ
も
き
ふ

白
川
雅
喬
王
／
16
関
屋

万
里
小
路
雅
房

卿
／
18
松
風

清
閑
寺
凞
房
卿
／
19
う
す
雲

梅
小
路
定
矩
卿
／
20
朝
か

ほ

有
栖
川
幸
仁
親
王
／
21
乙
女

大
炊
御
門
経
光
公
／
22
玉
か
つ
ら

柳
原
資
行
卿
／
23
は
つ
ね

阿
野
季
信
卿
／
24
こ
て
ふ

庭
田
重
條
卿
／

25
ほ
た
る

愛
昆
通
福
卿
／
26
と
こ
夏

葉
室
頼
孝
卿
／
27
か
ゝ
り
火

二
條
光
平
公
／
28
野
分

九
條
兼
晴
公
／
29
み
ゆ
き

聖
護
院
道
寛
法
親

王
／
30
ふ
ち
は
か
ま

九
條
忠
栄
公
／
31
ま
き
は
し
ら

坊
城
俊
廣
卿
／

32
む
め
か
え

中
御
門
資
凞
卿
／
33
藤
の
う
ら
葉

中
院
通
茂
公
／
34
わ

か
な
上

曼
殊
院
良
尚
法
親
王
／
35
わ
か
な
下

堀
川
則
康
卿
／
36
柏
木

東
園
基
賢
公
／
37
よ
こ
ふ
え

田
向
資
冬
朝
臣
／
38
す
ゝ
む
し

勧
條
寺

経
慶
公
／
39
夕
き
り

河
鰭
基
共
卿
／
40
御
の
り

五
條
為
庸
卿
／
41
ま

ほ
ろ
し

今
城
定
経
卿
／
42
に
ほ
ふ
み
や

倉
橋
泰
吉
卿
／
43
紅
梅

東

坊
城
知
長
卿
／
44
た
け
か
は

中
園
實
満
卿
／
45
は
し
ひ
め

難
波
宗
量

卿
／
46
し
ゐ
か
も
と

小
倉
實
起
卿
／
47
あ
け
ま
き

久
我
廣
通
公
／
48

さ
わ
ら
ひ

知
恩
院
尊
光
法
親
王
／
49
や
と
り
木

萩
原
員
従
卿
／
50
あ

つ
ま
や

日
野
西
國
豊
卿
／
51
う
き
ふ
ね

梶
井
盛
胤
法
親
王
／
52
か
け

ろ
ふ

一
條
教
輔
公
／
53
て
な
ら
ひ

近
衛
基
凞
公
／
54
夢
の
う
き
橋

聖
護
院
道
晃
法
親
王

右
御
筆
者
座
次
不
尋
常
／
是
は
銘
々
巻
々
を
探
り
／
取
て
書
給
ひ
し
成
へ

し
／
源
公
風
記
之

第
十
七
帖
︵
絵
合
の
巻
︶
の
巻
名
と
筆
者
を
欠
く
が
︑
詞
書
と
絵
は
現
存
す
る

の
で
脱
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
と
に
よ
る
と
転
写
の
過
程
で
抜
け
た
か
も
し

れ
な
い
︒

末
尾
の
﹁
源
風
公
﹂
と
い
う
人
名
は
︑
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
﹁
三
十
六
人
歌
合

巻
物
形
﹂
一
巻
︵
函
架
番
号
︑
一
六
二
・
二
七
九
︒
御
歌
所
本
︶
に
も
見
ら
れ

る
︒
そ
れ
は
三
十
六
歌
仙
の
和
歌
を
一
人
一
首
ず
つ
半
丁
に
散
ら
し
書
き
し
た

冊
子
で
あ
り
︑
末
尾
の
識
語
に
彼
の
名
が
見
ら
れ
る
︒
そ
の
全
文
に
適
宜
︑
句

読
点
と
改
行
の
印
︵
／
︶
を
付
け
て
翻
刻
す
る
︒

右
者
︑
巻
物
に
書
と
き
の
書
／
法
也
︒

右
︑
入
木
道
伝
授
之
一
巻
︑
必
不
可
有
他
見
︒
／
被
背
此
旨
者
︑
可
被

蒙
違
誓
約
之
罰
者
也
︒
／
仍
如
件

源
公
風
謹
誌
之

源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
社
大
学
所
蔵
︶
の
紹
介
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右
の
奥
書
︑
お
よ
び
本
画
帖
の
﹁
筆
者
目
録
﹂
に
よ
り
︑
源
公
風
は
能
書
家
で

鑑
定
も
し
て
い
た
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

巻
頭
歌
︵
柿
本
人
麿
詠
﹁
ほ
の
ぼ
の
と
あ
か
し
の
浦
の
﹂
歌
︶
に
﹁
世
尊

寺
﹂
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
冊
子
本
な
の
に
書
名
は
外
題
も
内
題

も
﹁
三
十
六
人
歌
合
巻
物
形
﹂
で
﹁
巻
物
形
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
︑

書
陵
部
本
の
祖
本
は
書
道
を
家
業
と
す
る
世
尊
寺
家
の
誰
か
が
書
い
た
巻
物
︑

あ
る
い
は
巻
子
本
に
書
く
た
め
の
手
本
の
写
し
で
あ
ろ
う
か
︒
な
お
︑
書
陵
部

本
が
源
公
風
の
自
筆
本
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
転
写
本
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
︒

さ
て
︑
巻
の
順
で
古
来
︑
問
題
に
さ
れ
た
の
が
蓬
生
・
関
屋
︵
第
十
五
・
十

六
帖
︶
と
紅
梅
・
竹
河
︵
第
四
十
三
・
四
十
四
帖
︶
で
あ
る
︒
源
氏
物
語
の
梗

概
書
で
最
も
流
布
し
て
︑
近
世
に
は
何
度
も
版
を
重
ね
た
﹃
源
氏
小
鏡
﹄
の
場

合
︑
系
統
な
ど
に
よ
り
異
な
る
も
の
の
概
ね
本
画
帖
と
は
逆
で
あ
る⑨
︒
現
存
す

る
最
古
の
注
釈
書
で
あ
る
﹃
源
氏
釈
﹄
も
関
屋
の
次
に
蓬
生
が
く
る
が
︑
中
世

の
主
要
な
注
釈
書
︵﹃
河
海
抄
﹄﹃
花
鳥
余
情
﹄﹃
細
流
抄
﹄
な
ど
︶
や
︑
十
七

世
紀
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
首
書
源
氏
物
語
﹄﹃
湖
月
抄
﹄
な
ど
は
本
画
帖
と
同
じ

順
で
あ
る
︒

五
︑
筆
者
の
身
分
︑
生
没
年

目
録
に
記
さ
れ
た
五
十
三
人
の
中
に
は
改
名
し
た
者
が
五
人
い
る
が
︑
五
人

と
も
前
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
後
の
名
を
示
す
と
︑
23
阿
野
実
藤
︑
30
九
条

幸
家
︑
38
勧
條
寺
経
敬
︑
39
河
鰭
実
陳
︑
43
東
坊
城
恒
長
で
あ
る
︒

筆
者
は
全
員
男
性
で
天
皇
・
上
皇
は
見
ら
れ
ず
︑
親
王
は
20
有
栖
川
幸
仁
親

王
︵
後
西
天
皇
の
皇
子
︶
の
み
︑
王
も
15
白
川
雅
喬
王
し
か
い
な
い
︒
法
親
王

は
九
人
で
︑
そ
の
内
訳
は
後
陽
成
天
皇
の
皇
子
が
三
人
︵
�
12
54
︶︑
後
水
尾

天
皇
の
皇
子
が
五
人
︵
�
�
29
48
51
︶︑
智
仁
親
王
の
皇
子
が
一
人
︵
34
︶

で
︑
後
水
尾
天
皇
の
皇
子
が
半
数
を
占
め
る
︒
参
考
ま
で
に
歴
代
天
皇
の
系
図

を
示
す
︒後

陽
成
天
皇

後
水
尾
天
皇

後
西
天
皇

智
仁
親
王

公
卿
は
四
十
一
人
お
り
︑
家
格
で
分
類
す
る
と
摂
家
は
六
人
︵
�
27
28
30

52
53
︶︑
清
華
家
も
六
人
︵
�
�
13
14
21
47
︶
︑
大
臣
家
は
一
人
︵
33
︶︑
こ

こ
ま
で
が
公
で
︑
以
下
の
卿
は
羽
林
家
が
十
三
人
︵
�
�
10
23
24
25
35
36

39
41
44
45
46
︶
︑
名
家
が
十
一
人
︵
�
11
16
18
19
22
26
31
32
38
50
︶︑

半
家
が
四
人
︵
40
42
43
49
︶
で
あ
る
︒
摂
家
・
清
華
家
・
大
臣
家
の
計
十
三

名
に
は
全
員
﹁
公
﹂
と
い
う
敬
称
が
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
羽
林
家
・

名
家
・
半
家
の
計
二
十
八
人
の
う
ち
36
と
38
の
み
﹁
公
﹂︑
残
り
は
﹁
卿
﹂
と

書
か
れ
て
い
る
が
︑
36
も
38
も
最
終
官
職
は
権
大
納
言
で
﹁
卿
﹂
が
正
し
い
︒

こ
れ
ら
公
卿
の
ほ
か
に
は
︑
朝
臣
が
一
人
︵
37
田
向
資
冬
朝
臣
︶
い
る
︒
彼
の

父
は
庭
田
重
秀
で
︑
庭
田
家
は
宇
多
源
氏
の
流
れ
を
く
む
羽
林
家
で
あ
る
︒

詞
書
の
筆
者
は
最
も
高
位
高
官
の
者
が
第
一
帖
︵
桐
壺
︶
を
︑
次
位
の
者
が

源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
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大
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所
蔵
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紹
介
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第
五
十
四
帖
︵
夢
浮
橋
︶
を
担
当
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
東
京
国

立
博
物
館
蔵
﹁
源
氏
物
語
絵
巻
﹂
も
︑
五
十
四
人
の
皇
族
・
公
家
が
詞
書
を
担

当
し
て
い
る
︒
そ
の
身
分
を
調
べ
た
久
保
貴
子
氏
に
よ
る
と
︑
桐
壺
か
ら
始
ま

っ
て
段
々
位
が
下
が
り
︑
一
番
底
辺
に
至
る
と
今
度
は
夢
浮
橋
に
向
か
っ
て
昇

っ
て
い
く
︑
す
な
わ
ち
﹁
Ｕ
字
型
の
官
位
序
列
﹂
に
な
る⑩
︒
そ
れ
に
対
し
て
本

画
帖
は
︑
身
分
の
順
で
は
な
い
︒
源
公
風
も
そ
れ
に
気
づ
き
︑
末
尾
に
﹁
右
御

筆
者
︑
座
次
不
尋
常
︒
是
は
銘
々
巻
々
を
探
り
取
て
書
給
ひ
し
成
へ
し
︒﹂
と

記
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
五
十
四
枚
の
短
冊
な
ど
に
巻
名
を
し
た
た
め
︑
そ
れ
を

五
十
四
人
が
く
じ
引
き
の
よ
う
に
引
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

次
に
生
没
年
を
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
朝
臣
の
37
田
向
資
冬
の
み
不
明
の
た
め
︑

彼
の
兄
弟
で
庭
田
家
の
当
主
に
な
っ
た
庭
田
雅
純
︵
寛
永
四
年
生
～
寛
文
三
年

没
︶
に
よ
る
︒
最
も
早
い
の
は
30
九
条
忠
栄
で
天
正
一
四
年
︵
一
五
八
六
︶
に

出
生
し
た
︒
以
下
︑
生
ま
れ
た
年
を
年
号
別
に
整
理
す
る
と
︑
慶
長
年
間
︵
一

五
九
六
～
一
六
一
五
︶
に
五
人
︑
元
和
︵
一
六
一
五
～
一
六
二
四
︶
に
十
一
人
︑

寛
永
︵
一
六
二
四
～
一
六
四
四
︶
に
二
十
四
人
︑
正
保
︵
一
六
四
四
～
一
六
四

八
︶
に
六
人
︑
慶
安
︵
一
六
四
八
～
一
六
五
二
︶
に
三
人
︑
承
応
︵
一
六
五
二

～
一
六
五
五
︶
に
一
人
︑
明
暦
︵
一
六
五
五
～
一
六
五
八
︶
に
二
人
で
あ
る
︒

最
後
の
二
人
は
両
人
と
も
明
暦
二
年
生
ま
れ
で
︑
最
年
少
と
最
年
長
の
生
年
の

差
は
実
に
七
十
年
も
あ
る
︒

没
年
も
同
じ
よ
う
に
整
理
す
る
と
︑
一
番
早
い
の
は
37
田
向
資
冬
︵
生
没
年

不
明
︶
の
兄
弟
に
あ
た
る
庭
田
雅
純
で
寛
文
三
年
︵
一
六
六
三
︶
︑
次
い
で
最

長
老
の
30
で
寛
文
五
年
︵
一
六
六
五
︶
に
数
え
八
十
歳
で
没
し
た
︒
以
下
︑
年

号
別
に
ま
と
め
る
と
︑
寛
文
年
間
︵
一
六
六
一
～
一
六
七
三
︶
に
四
人
︑
延
宝

︵
一
六
七
三
～
一
六
八
一
︶
に
十
人
︑
天
和
︵
一
六
八
一
～
一
六
八
四
︶
に
二

人
︑
貞
享
︵
一
六
八
四
～
一
六
八
八
︶
に
六
人
︑
元
禄
︵
一
六
八
八
～
一
七
〇

四
︶
に
十
八
人
︑
宝
永
︵
一
七
〇
四
～
一
七
一
一
︶
に
十
一
人
︑
正
徳
は
〇
人
︑

享
保
︵
一
七
一
六
～
一
七
三
六
︶
に
二
人
と
な
る
︒
最
も
遅
く
亡
く
な
っ
た
の

は
24
の
享
保
十
年
︵
一
七
二
五
︶
で
︑
最
長
老
者
30
の
没
年
か
ら
六
十
年
も
後

に
な
る
︒

最
長
老
の
30
が
亡
く
な
っ
た
年
に
︑
最
年
少
者
の
二
人
︵
20
41
︶
は
ま
だ

満
九
歳
で
あ
る
︒
詞
書
を
見
る
と
︑
41
は
書
き
慣
れ
た
字
だ
が
︑
当
時
は
九
歳

で
も
こ
れ
ぐ
ら
い
は
書
け
た
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
20
︵
朝
顔
の
巻
︶
は
五

十
四
帖
中
︑
最
も
複
雑
な
散
ら
し
書
き
で
あ
り
︑
果
た
し
て
年
少
者
の
筆
か
ど

う
か
疑
わ
し
い
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
筆
者
目
録
は
本
画
帖
が
成
立
し
て
す
ぐ
に
作

成
さ
れ
た
︑
す
な
わ
ち
筆
者
を
知
っ
て
い
る
人
が
も
の
し
た
可
能
性
は
低
い
と

言
え
よ
う
︒

こ
の
よ
う
な
問
題
を
含
む
が
︑
と
り
あ
え
ず
目
録
に
記
さ
れ
た
人
の
生
没
年

を
ま
と
め
る
と
︑
生
年
は
元
和
・
寛
永
年
間
︵
一
六
一
五
～
四
四
︶︑
没
年
は

元
禄
・
宝
永
年
間
︵
一
六
八
八
～
一
七
一
一
︶
に
集
中
し
て
い
て
︑
そ
れ
に
よ

る
と
本
画
帖
は
十
七
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
︒
詞
書
の
書
風
か
ら

源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
社
大
学
所
蔵
︶
の
紹
介
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見
て
も
︑
そ
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
︒

六
︑
他
の
作
品
と
の
比
較

高
橋
亨
氏
は
八
件
の
源
氏
絵
を
取
り
上
げ
︑
詞
書
の
伝
承
筆
者
を
一
覧
表
に

さ
れ
た⑪
︒
そ
れ
ら
と
本
画
帖
と
を
比
較
す
る
と
︑
二
件
の
作
品
と
か
な
り
重
な

る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
そ
れ
は
住
吉
如
慶
筆
画
帖
︵
大
英
図
書
館
蔵⑫
︶
と
住
吉

具
慶
筆
画
帖
︵
茶
道
文
化
研
究
所
旧
蔵
︑
M
IH
O

M
U
S
E
U
M

蔵
︶
で
︑
い

ず
れ
も
五
十
四
人
の
寄
合
書
き
で
あ
る
︒
本
画
帖
は
前
者
と
は
二
十
六
人
︑
後

者
と
は
二
十
八
人
も
重
複
す
る
︒
ち
な
み
に
高
橋
氏
が
調
査
さ
れ
た
八
件
の
う

ち
三
番
目
に
多
か
っ
た
の
は
︑
土
佐
光
則
筆
画
帖
︵
徳
川
美
術
館
蔵
︶
の
十
人

で
あ
る
︒

近
年
︑
欧
米
な
ど
で
発
見
さ
れ
た
﹁
源
氏
物
語
絵
巻⑬
﹂
の
う
ち
︑
桐
壺
の
巻

に
関
し
て
は
奥
書
に
よ
り
明
暦
元
年
︵
一
六
五
五
︶
に
九
条
幸
家
な
ど
が
詞
書

を
書
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る⑭
︒
幸
家
は
︑
本
画
帖
の
詞
書
執
筆
者
で
最
長

老
で
あ
る
九
条
忠
栄
の
改
名
前
の
名
前
で
あ
る
︒

本
画
帖
は
大
和
絵
に
習
熟
し
た
一
人
の
絵
師
に
よ
る
細
密
画
で
あ
り
︑
黒
髪

や
屏
風
絵
な
ど
の
画
中
画
に
至
る
ま
で
緻
密
に
描
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
女
房

装
束
な
ど
の
衣
装
も
有
職
故
実
に
則
っ
て
い
る
反
面
︑
畳
を
敷
き
詰
め
た
り
厨

子
が
近
世
の
婚
礼
調
度
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
り
し
て
︑
近
世
の
風
俗
習
慣
が

混
じ
っ
て
い
る
︒

中
世
の
土
佐
派
の
源
氏
絵
で
は
︑
金
色
の
雲
が
盛
り
上
が
り
︑
絵
の
中
に
ま

で
入
り
込
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
︑
本
画
帖
の
雲
は
色
紙
の
天
地
に
収
ま
り
︑

金
泥
で
瀟
洒
に
描
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
土
佐
派
の
構
図
は
屋
根
を
取
り
払
っ
た

吹
抜
屋
台
が
多
い
が
︑
本
画
帖
は
半
数
近
く
の
図
に
屋
根
が
見
ら
れ
る
︒
屋
根

を
描
く
の
は
︑
土
佐
派
か
ら
分
か
れ
た
住
吉
派
の
特
徴
で
あ
る
の
で
︑
本
画
帖

は
土
佐
派
を
基
盤
と
し
な
が
ら
住
吉
派
の
技
法
も
取
り
入
れ
た
と
見
ら
れ
る
︒

ま
た
岩
の
描
き
方
な
ど
に
は
︑
狩
野
派
の
特
徴
が
窺
え
る
︒

こ
の
よ
う
に
各
派
の
性
格
が
混
在
す
る
例
と
し
て
は
︑
十
七
世
紀
に
成
立
し

た
﹁
源
氏
物
語
色
紙
画
帖
﹂
︵
海
の
見
え
る
杜
美
術
館
蔵
︶
が
挙
げ
ら
れ
る⑮
︒

そ
れ
と
本
画
帖
を
比
較
す
る
と
︑
場
面
が
異
な
る
二
十
五
図
以
外
は
よ
く
似
て

い
る
︒
と
り
わ
け
第
五
十
二
帖
︵
蜻
蛉
︶
は
︑
絵
巻
物
を
入
れ
た
箱
を
挟
ん
で

薫
と
明
石
の
中
宮
が
対
面
し
て
い
る
︑
と
い
う
珍
し
い
場
面
で
あ
る
︒
ま
た
︑

馬
小
屋
に
い
る
二
頭
の
馬
の
描
き
方
も
酷
似
し
て
い
る
︵
第
十
二
帖
︑
須
磨⑯
︶︒

終
わ
り
に

本
画
帖
は
付
属
の
詞
書
筆
者
目
録
に
よ
る
と
︑
十
七
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た

こ
と
に
な
り
︑
詞
書
の
書
風
や
絵
の
画
風
か
ら
も
そ
の
頃
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ

の
当
時
は
こ
の
よ
う
な
色
紙
画
帖
の
ほ
か
︑
源
氏
物
語
本
文
を
全
文
書
写
し
た

絵
巻
物
︵
注
⑬
参
照
︶
も
制
作
さ
れ
た
︒
そ
れ
が
復
古
主
義
に
よ
る
の
か
︑
あ

る
い
は
権
勢
の
象
徴
な
の
か
︑
い
ろ
い
ろ
議
論
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
よ
う
に

源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
社
大
学
所
蔵
︶
の
紹
介
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大
量
生
産
さ
れ
始
め
た
頃
に
作
成
さ
れ
た
本
画
帖
は
︑
上
等
な
金
や
顔
料
を
用

い
て
︑
細
部
に
至
る
ま
で
緻
密
に
描
か
れ
た
瀟
洒
な
細
密
画
で
あ
る
︒
人
物
の

描
き
方
は
全
帖
を
通
し
て
一
貫
し
て
い
る
の
で
︑
土
佐
派
の
手
法
を
会
得
し
て
︑

住
吉
派
や
狩
野
派
の
影
響
も
受
け
た
一
人
の
絵
師
の
手
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

選
択
さ
れ
た
図
は
中
世
以
来
の
名
場
面
も
あ
れ
ば
︑
あ
ま
り
類
例
の
な
い
珍
し

い
も
の
も
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
は
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
︑
新
た
に
場
面
を
開
拓

し
て
い
る
︒
い
わ
ば
伝
統
と
革
新
が
折
衷
し
た
名
品
と
言
え
よ
う
︒

注①

本
文
は
﹃
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
﹄︵
中
央
公
論
社
︑
昭
和
二
八
～
三
一
年
︶

に
よ
り
︑
私
に
句
読
点
を
付
す
︒

②

近
年
︑
青
表
紙
本
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
﹃
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
﹄
に
青
表
紙
本
と
し
て
収
め
ら
れ
た
諸
本
に
限
定
す
る
︒

③

ち
な
み
に
﹃
源
氏
物
語
別
本
集
成
︵
正
・
続
︶﹄︵
桜
楓
社
︑
平
成
元
年
～
︶
を
見

る
と
︑
本
画
帖
の
本
文
に
一
致
す
る
写
本
は
︑
野
分
の
巻
に
二
本
あ
る
︒
そ
れ
は
阿

里
莫
本
と
麦
生
本
︵
い
ず
れ
も
天
理
図
書
館
蔵
︶
で
︑﹁
ほ
の
か
な
る
あ
さ
ほ
ら
け

の
ほ
と
に
︑
み
す
ま
き
あ
け
て
﹂
の
部
分
を
欠
く
︒
た
だ
し
麦
生
本
は
そ
の
一
節
が

補
入
さ
れ
て
い
る
︒

④

﹃
日
本
大
学
蔵

源
氏
物
語
﹄
と
題
し
て
︑
解
説
を
付
け
た
影
印
が
八
木
書
店
よ

り
刊
行
さ
れ
た
︵
平
成
六
～
八
年
︶︒

⑤

﹃
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

青
表
紙
本

源
氏
物
語
﹄︵
新
典
社
︑
昭
和
四
三
～
四
五

年
︶︒

⑥

書
陵
部
本
も
日
本
大
学
本
も
実
隆
の
手
に
な
る
の
に
本
文
が
相
違
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
︑
池
田
利
夫
氏
﹁
三
条
西
家
青
表
紙
証
本
の
問
題
点
﹂
︵
同
氏
﹃
源
氏
物
語

の
文
献
学
的
研
究
序
説
﹄
笠
間
書
院
︑
昭
和
六
三
年
︶
な
ど
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

⑦

田
口
榮
一
氏
が
作
成
さ
れ
た
﹁
源
氏
絵
帖
別
場
面
一
覧
﹂︵﹃
豪
華
﹇
源
氏
絵
﹈
の

世
界

源
氏
物
語
﹄
学
習
研
究
社
︑
昭
和
六
三
年
︶
の
ほ
か
︑
任
天
堂
蔵
﹃
土
佐
光

則
筆

源
氏
物
語
画
帖
﹄
︵
小
学
館
︑
平
成
一
二
年
︶
︑
宇
治
市
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
蔵
﹃
伝
土
佐
光
則
筆

源
氏
絵
鑑
帖
﹄︵
平
成
一
三
年
︶
︑﹃
石
山
寺
蔵
四
百
画

面

源
氏
物
語
画
帖
﹄
︵
勉
誠
出
版
︑
平
成
一
七
年
︶︑
﹃
九
曜
文
庫
蔵

源
氏
物
語

扇
面
画
帖
﹄
︵
勉
誠
出
版
︑
平
成
一
九
年
︶
︑
﹃
源
氏
絵
集
成
﹄︵
藝
華
書
院
︑
平
成
二

三
年
︶︑
ま
た
承
応
三
年
︵
一
六
五
四
︶
版
の
挿
絵
︵
山
本
春
正
画
︶
と
︑
片
桐
洋

一
氏
編
﹃
源
氏
物
語
絵
詞
﹄︵
大
学
堂
書
店
︑
昭
和
五
八
年
︶
も
参
考
に
し
た
︒

⑧

絵
は
﹃
源
氏
絵
集
成
﹄
︵
注
⑦
︶
︑
﹁
ア
ナ
ホ
リ
ッ
シ
ュ
國
文
學
﹂
�
︵
注
⑬
︶
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
詳
細
は
注
⑩
な
ど
参
照
︒

⑨

系
統
別
に
主
要
な
伝
本
を
十
三
本
翻
刻
し
た
小
著
﹃
﹃
源
氏
小
鏡
﹄
諸
本
集
成
﹄

︵
和
泉
書
院
︑
平
成
一
七
年
︶
に
よ
る
と
︑
本
画
帖
と
蓬
生
・
関
屋
の
順
が
同
じ
な

の
は
三
本
︑
紅
梅
・
竹
河
に
至
っ
て
は
一
本
し
か
な
い
︒

⑩

｢公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

幻
の
﹁
源
氏
物
語
絵
巻
﹂
を
も
と
め
て
﹂
四
一
頁
︑﹁
立

教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
﹂
�
︑
平
成
二
三
年
三
月
︒

⑪

高
橋
亨
氏
﹁
近
世
初
期
﹁
源
氏
絵
﹂
と
詞
書
筆
者
に
つ
い
て
﹂
︑﹁
中
古
文
学
﹂
八

四
︑
平
成
二
一
年
一
二
月
︒

⑫

辻
英
子
氏
﹃
在
外
日
本
重
要
絵
巻
集
成
﹄
︵
笠
間
書
院
︑
平
成
二
三
年
︶
に
︑
カ

ラ
ー
版
で
全
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

⑬

前
掲
注
⑩
や
︑
小
嶋
菜
温
子
氏
・
高
岸
輝
氏
・
高
橋
亨
氏
﹁
世
界
の
源
氏
物
語

絵
﹂︵﹁
ア
ナ
ホ
リ
ッ
シ
ュ
國
文
學
﹂
�
︑
平
成
二
五
年
九
月
︶
な
ど
参
照
︒

⑭

吉
川
美
穂
氏
﹁
新
発
見
の
﹁
源
氏
物
語
絵
巻

桐
壺
﹂

︱
製
作
背
景
と
そ
の
特

質

︱
﹂︑
﹁
金
鯱
叢
書
﹂
三
六
︑
平
成
二
二
年
二
月
︒
ま
た
︑
九
条
幸
家
に
関
し
て

は
︑
杉
本
ま
ゆ
子
氏
﹁
九
条
幸
家
と
源
氏
物
語

︱
源
氏
切
紙
と
幻
の
絵
巻

源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
社
大
学
所
蔵
︶
の
紹
介

六
五



︱
﹂︵﹁
国
文
目
白
﹂
四
九
︑
平
成
二
二
年
一
二
月
︶
に
詳
し
い
︒

⑮

岡
本
麻
美
氏
の
解
説
︵
注
⑦
の
﹃
源
氏
絵
集
成
﹄
所
収
︶
に
よ
る
︒

⑯

須
磨
・
蜻
蛉
の
巻
は
︑
宇
治
市
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
﹃
伝
土
佐
光
則
筆

源
氏
絵
鑑
帖
﹄︵
平
成
一
三
年
︶
と
も
似
て
い
る
︒
ち
な
み
に
宇
治
市
源
氏
物
語
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
本
と
海
の
見
え
る
杜
美
術
館
蔵
本
は
︑
全
図
が
よ
く
似
て
い
る
︒

︹
付
記
︺

美
術
面
の
考
察
に
お
い
て
は
︑
雨
宮
六
途
子
氏
と
狩
野
博
幸
氏
の
ご
指
導
を

仰
ぎ
ま
し
た
︒
末
尾
な
が
ら
︑
ご
芳
名
を
挙
げ
て
深
謝
い
た
し
ま
す
︒

源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
社
大
学
所
蔵
︶
の
紹
介

六
六


