
近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

大

山

和

哉

一
︑
近
世
前
期
の
三
部
抄
伝
授
︑
及
び
本
稿
の
意
図

本
稿
を
始
め
る
に
あ
た
り
︑
ま
ず
は
﹁
三
部
抄
伝
授
﹂
の
概
要
に
つ
い
て
説

明
す
る
︒

歌
学
書
﹃
詠
歌
大
概
﹄﹃
百
人
一
首
﹄﹃
未
来
記
雨
中
吟
﹄
は
︑
近
世
期
に
至

る
と
ま
と
め
て
﹁
三
部
抄
﹂
と
称
さ
れ
る
︒
三
部
抄
の
う
ち
︑﹃
未
来
記
雨
中

吟
﹄
は
藤
原
定
家
仮
託
の
偽
書
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
定
家
の
著
作
と
し
て
︑

歌
道
に
お
い
て
︑
特
に
二
条
派
の
中
で
学
書
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
︒

﹃
詠
歌
大
概
﹄
は
﹁
情
以
新
為
先
⁝
﹂
に
始
ま
る
歌
論
及
び
﹁
秀
歌
之
体
大

略
﹂
と
し
て
一
〇
三
首
の
秀
歌
例
を
載
せ
る
︒﹃
百
人
一
首
﹄
も
や
は
り
百
首

の
秀
歌
撰
と
さ
れ
る
︒﹃
未
来
記
雨
中
吟
﹄
は
悪
歌
の
例
を
挙
げ
た
書
で
︑
未

来
記
は
五
〇
首
︑
雨
中
吟
は
一
七
首
を
収
め
る
︒

三
部
抄
に
つ
い
て
︑
近
世
中
期
の
公
家
・
冷
泉
為
村
︵
一
七
一
二
︱
一
七
七

四
︶
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
︵
以
下
︑
引
用
文
中
の
︵

︶
は
い
ず
れ
も
稿

者
に
よ
る
︒
ま
た
︑
私
に
適
宜
句
読
点
︑
濁
点
を
施
し
︑
敬
意
を
示
す
た
め
の

欠
字
や
平
出
は
資
料
の
通
り
と
し
た
︶

詠
歌
大
概
・
秀
歌
体
大
略
・
未
来
風
体

（
未

来

記
）

雨
中
吟
・
御
山
荘
色

（
百

人

一

首
）

紙
和
歌
︑
こ

れ
を
三
部
抄
と
い
ふ
事
は
い
つ
よ
り
の
名
目
か
︑
当
流
に
し
ら
ず
︒
凡
そ

二
百
年
程
に
成
事
か
︑
常
々
い
ひ
安
き
や
う
に
三
部
抄
と
誰
ぞ
一
分
に
い

ひ
初
め
て
︑
二
条
家
の
か
た
に
一
つ
の
名
と
成
た
る
歟
︒
(﹃
義
正
聞
書
﹄①)

そ
も
そ
も
︑
藤
原
俊
成
・
定
家
父
子
を
中
心
に
歌
道
を
牽
引
し
た
御
子
左
家

は
︑
定
家
の
孫
に
当
た
る
代
で
為
氏
の
二
条
家
︑
為
相
の
冷
泉
家
︑
為
教
の
京

極
家
の
三
家
に
別
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
流
派
を
形
成
す
る
︒
こ
の
う
ち
二
条
家
は
︑

家
系
は
途
絶
え
る
も
の
の
そ
の
流
派
を
継
ぐ
二
条
派
歌
人
が
近
世
ま
で
続
い
て

お
り
︑
堂
上
の
公
家
歌
人
の
多
く
が
そ
の
流
派
に
属
す
る
形
と
な
っ
て
い
た
︒

冷
泉
家
は
家
が
途
絶
え
る
こ
と
な
く
続
き
︑
江
戸
中
期
に
は
そ
の
門
人
が
国
内

近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

一
五



に
広
く
存
在
し
て
い
た
︒
京
極
家
及
び
そ
の
流
派
は
中
世
に
断
絶
し
て
い
た
た

め
︑
近
世
期
の
堂
上
に
は
二
条
派
と
冷
泉
派
と
い
う
二
つ
の
流
派
が
存
在
し
︑

歌
風
に
つ
い
て
は
中
世
期
ほ
ど
の
違
い
は
無
い
に
し
ろ
︑
和
歌
会
や
詠
草
の
作

法
な
ど
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
し
き
た
り
を
維
持
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑

天
皇
を
頂
点
と
す
る
近
世
期
の
歌
道
伝
授
の
枠
組
み
は
二
条
派
の
道
統
に
属
す

る
も
の
で
あ
り
︑
冷
泉
派
は
冷
泉
家
を
宗
匠
と
し
て
︑
江
戸
期
に
は
堂
上
よ
り

も
幕
府
や
各
国
の
大
名
︑
豪
商
ら
に
門
弟
を
拡
大
し
て
い
っ
た
︒

先
の
為
村
の
言
は
冷
泉
派
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
︑﹁
三
部
抄
﹂
と

い
う
呼
称
は
冷
泉
家
で
は
用
い
ず
︑
為
村
の
時
代
よ
り
二
百
年
ほ
ど
前
︑
一
六

世
紀
半
ば
頃
に
二
条
派
の
歌
人
達
が
用
い
始
め
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
認

識
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
三
部
抄
と
い
う
括
り
は
定
家
の
意
図
と
は
無
関
係
に

︵
そ
も
そ
も
﹃
未
来
記
雨
中
吟
﹄
は
偽
書
で
あ
る
が
︶︑
後
世
に
意
図
的
に
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
善
悪
両
様
の
和
歌
の
撰
集
を
﹁
三
部
抄
﹂
と
し
て
一
括
り
に
見
る

意
識
は
︑
二
条
派
内
の
歌
道
教
育
や
歌
道
伝
授
に
お
い
て
確
立
し
︑
終
に
は
切

紙
を
伴
う
伝
授
形
式
に
ま
で
発
展
す
る
の
で
あ
る
︒
三
部
抄
伝
授
は
︑
天て

爾に

遠を

波は

伝
授
︑
伊
勢
物
語
伝
授
︑
源
氏
物
語
伝
授
な
ど
と
同
様
に
古
今
伝
授
の
一
階

梯
を
成
す
も
の
で
︑
近
世
初
期
に
御
所
伝
授
︵
細
川
幽
斎
か
ら
八

条

宮

は
ち
じ
ょ
う
の
み
や

智と
し

仁ひ
と

親
王
へ
と
伝
え
ら
れ
て
御
所
に
入
り
︑
そ
の
後
︑
後
水
尾
院
以
降
の
天
皇
及
び

廷
臣
ら
へ
脈
々
と
伝
え
ら
れ
た
伝
授
の
道
統
︶
に
お
い
て
伝
授
形
式
や
切
紙
が

整
備
さ
れ
た
︒

三
部
抄
伝
授
が
御
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た
最
も
早
い
例
と
し
て
知
ら
れ
る
の

は
︑
万
治
二
年
︵
一
六
五
九
︶
六
月
四
日
の
後
水
尾
院
︵
一
五
九
六
︱
一
六
八

〇
︶
か
ら
後
西
院
︵
一
六
三
七
︱
一
六
八
五
︶
へ
の
伝
授
で
あ
る
︒
そ
の
際
の

口
伝
の
記
録
と
し
て
東
山
御
文
庫
蔵
︑
後
西
院
宸
翰
﹃
百
人
一
首
詠
歌
大
概
未

来
記
三
種
口
伝
﹄
︵
勅
封
六
八
︱
七
︱
四
︱
一
三
︑
以
下
﹃
三
種
口
伝
﹄
と
す

る
︶
が
あ
り
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
酒
井
茂
幸
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
る②
︒

酒
井
氏
は
︑
後
水
尾
院
に
よ
っ
て
三
部
抄
伝
授
が
御
所
伝
授
の
一
階
梯
と
し
て

確
立
し
︑﹃
三
種
口
伝
﹄
に
記
載
さ
れ
た
内
容
︵
百
人
一
首
一
七
首
に
関
す
る

口
伝
︑﹁
詠
歌
大
概
口
伝
切
紙
﹂
と
す
る
三
項
目
︑
﹁
未
来
記
口
伝
﹂
と
す
る
一

項
目
︶
に
よ
っ
て
三
部
抄
伝
授
の
内
容
も
ま
た
確
立
し
た
と
し
て
お
り
︑
首
肯

さ
れ
る③
︒
続
い
て
寛
文
四
年
︵
一
六
六
四
︶
十
二
月
十
一
日
に
は
︑
後
水
尾
院

か
ら
中
院

な
か
の
い
ん

通み
ち

茂も
ち

︵
一
六
三
一
︱
一
七
一
〇
︶
へ
三
部
抄
伝
授
が
行
わ
れ
た
︒

通
茂
の
祖
父
通み
ち

村む
ら

︵
一
五
八
八
︱
一
六
五
三
︶
は
後
水
尾
院
か
ら
和
歌
の
師
と

し
て
の
信
頼
が
篤
く
︑
通
茂
も
後
水
尾
院
歌
壇
で
活
躍
し
寛
文
四
年
五
月
に
は

古
今
伝
授
を
受
け
る
︒
霊
元
院
︵
一
六
五
四
︱
一
七
三
二
︶
歌
壇
で
は
重
鎮
と

も
な
っ
た
︒﹃
中
院
通
茂
記
﹄︵
中
院
・
Ⅱ
・
二
〇
︶︑
﹃
古
今
伝
受
日
記
﹄︵
中

院
・
Ⅱ
・
五
九
︶
に
三
部
抄
伝
授
当
日
の
記
録
が
あ
る④
︒
伝
授
の
実
態
が
知
ら

れ
る
の
は
﹃
古
今
伝
受
日
記
﹄
の
次
の
部
分
で
あ
る
︒

日
野
前
大
納
言
同
道
︑
参

法
皇
︒
少
時
出
御
御
書
院
︒
有
召
参
御
前
︒

近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

一
六



給
切
紙
詠
ー
三
通

︒
次
百
人
一
首
之
事
被
仰
之
︒
次
未
来
記
了
︒
一
々
披
見
︑

頂
戴
了
︒
包
之
後
︑
古
今
不
審
条
々
被
仰
聞
了
︒

詠
歌
大
概
は
切
紙
三
通
の
伝
授
︑
百
人
一
首
は
切
紙
で
は
な
く
︑
お
そ
ら
く

口
頭
で
の
秘
説
の
伝
授
︑
未
来
記
は
通
数
が
確
認
で
き
な
い
が
︑
お
そ
ら
く
切

紙
一
通
の
伝
授
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
は
﹃
三
種
口
伝
﹄
の
構
成
と
一
致
し
て
お

り
︑
お
そ
ら
く
内
容
も
同
様
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
︒
な
お
︑
こ
の
時
の
切
紙

が
京
都
大
学
博
物
館
蔵
中
院
文
書
の
中
に
﹃
詠
歌
大
概
切
紙⑤
﹄︵
二
四
三
︑
二

四
四
︶
と
し
て
残
っ
て
お
り
︑
詠
歌
大
概
切
紙
三
通
︑
未
来
記
雨
中
吟
切
紙
一

通
が
伝
授
さ
れ
︑
こ
れ
ら
の
切
紙
に
つ
い
て
は
﹃
三
種
口
伝
﹄
と
同
内
容
で
あ

っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
︵
百
人
一
首
の
口
伝
に
つ
い
て
は
管
見
に
入
ら
な

い
︶︒
包
紙
上
書
に
よ
れ
ば
︑
切
紙
は
照
高
院
宮
道
晃
法
親
王
の
代
筆
で
あ
る
︒

さ
ら
に
延
宝
二
年
︵
一
六
七
四
︶
五
月
十
九
日
に
は
後
水
尾
院
か
ら
霊
元
天

皇
へ
も
三
部
抄
伝
授
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
﹃
弘
資
卿
記
﹄

︵
柳
・
四
九
︶
延
宝
二
年
五
月
十
九
日
条
な
ど
に
記
事
が
載
る
︒
伝
授
内
容
の

詳
細
は
不
明
だ
が
︑
通
茂
の
時
と
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
︒
次

に
掲
げ
た
陽
明
文
庫
蔵
﹃
後
水
尾
院
女
房
奉
書
写
し
﹄︵
五
︱
一
︱
八
︱
一
︶

は
こ
の
時
に
伝
授
す
る
切
紙
に
つ
い
て
後
水
尾
院
か
ら
後
西
院
へ
執
筆
を
依
頼

し
た
書
状
の
写
し
と
見
ら
れ
る
︒

け
ふ
は
き
ど
く
に
て
ん
き
よ
く
お
は
し
ま
し
候
ま
ゝ
︑
し
ゆ
が
く
院
へ
な

ら
せ
ら
れ
候
︒
さ
や
う
に
候
へ
ば
︑
十
九
日
︑
日
が
ら
よ
く
候
ま
ゝ
︑
き

ん
中
様
へ
︑
い
せ
物
語
︑
三
部
抄
御
で
ん
じ
ゆ
あ
そ
ば
し
候
は
ん
と
お
ぼ

し
め
し
候
へ
ど
も
︑
御
目
わ
ろ
く
候
て
御
き
り
が
み
あ
そ
ば
し
か
ね
候

ま
ゝ
︑
御
む
つ
か
し
な
が
ら
憑
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
ま
ゝ
︑
あ
そ
ば
さ
れ
て

ま
い
ら
せ
ら
れ
候
は
ゞ
□
□
御
ま
ん
ぞ
く
に
お
ぼ
し
め
し
候
べ
く
候
︒
も

し
中
た
か
な
ど
御
用
に
候
は
ゞ
仰
ら
れ
候
て
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
べ
く
候
︒

︵
中
略
︶し

ん
大
納
言
様

参
る
申
給
へ

山
の
井

こ
の
後
︑
霊
元
院
は
廷
臣
の
清し

水み
ず

谷だ
に

実さ
ね

業な
り

︵
一
六
四
八
︱
一
七
〇
九
︶︑
武む

者
し
や
の

小こ
う

路じ

実さ
ね

陰か
げ

︵
一
六
六
一
︱
一
七
三
八
︶
︑
中
院
通み
ち

躬み

︵
一
六
六
八
︱
一
七
三

九
︶
ら
へ
と
三
部
抄
伝
授
を
行
っ
て
い
る
︒

一
方
後
西
院
は
︑
天
和
元
年
︵
一
六
八
一
︶
に
五
摂
家
の
一
つ
で
あ
る
近
衞

家
の
当
主
・
基も
と

凞
ひ
ろ

︵
一
六
四
八
︱
一
七
二
二
︶
へ
と
三
部
抄
伝
授
を
行
い
︑
天

和
三
年
に
は
霊
元
天
皇
と
基
凞
の
両
者
へ
古
今
伝
授
を
も
行
っ
て
い
る
︒
基
凞

は
さ
ら
に
天
和
三
年
に
猪
苗
代
兼
寿
︵
一
六
二
九
︱
一
六
九
四
︶
へ
︑
元
禄
十

一
年
︵
一
六
九
八
︶
に
裏う
ら

松ま
つ

意よ
し

光み
つ

︵
一
六
五
二
︱
一
七
〇
七
︶・
平ひ
ら

松ま
つ

時と
き

方か
た

︵
一
六
五
一
︱
一
七
一
〇
︶・
石い
わ

井い

行ゆ
き

豊と
よ

︵
一
六
五
三
︱
一
七
一
三
︶
の
三
名
へ
︑

享
保
二
年
︵
一
七
一
七
︶
に
は
孫
の
近
衞
家い
え

久ひ
さ

︵
一
六
八
七
︱
一
七
三
七
︶
及

び
錦
小
路
頼よ
り

庸つ
ね

︵
一
六
六
七
︱
一
七
三
五
︶
の
二
名
へ
と
︑
三
度
に
渡
っ
て
三

部
抄
伝
授
を
行
っ
て
い
る
︒

さ
て
︑
陽
明
文
庫
に
は
こ
の
時
の
伝
授
関
係
資
料
が
伝
来
し
て
お
り
︑
基
凞

近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

一
七



の
関
わ
っ
た
伝
授
の
様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
ら
の
資
料
に
依
る
と
︑

同
時
期
で
あ
り
な
が
ら
︑
霊
元
院
か
ら
実
業
ら
へ
の
伝
授
と
︑
基
凞
が
行
っ
た

伝
授
と
で
は
︑
そ
の
実
態
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
霊
元
院
に

よ
る
三
部
抄
伝
授
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
中
院
通
茂
﹃
未
来
記
﹄﹃
雨
中
吟
﹄
講

釈
の
意
義
﹂︵﹃
和
歌
文
学
研
究
﹄
一
一
二
号
︑
二
〇
一
六
年
六
月
︶
で
触
れ
た

が
︑
基
凞
に
よ
る
三
部
抄
伝
授
に
つ
い
て
は
未
だ
詳
細
な
研
究
が
存
し
な
い
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
陽
明
文
庫
所
蔵
古
今
伝
授
関
係
資
料
を
主
に
見
な
が
ら
︑

基
凞
が
行
っ
た
三
部
抄
伝
授
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
霊
元
院

の
場
合
と
比
較
す
る
こ
と
で
︑
両
者
の
三
部
抄
伝
授
の
相
違
点
と
︑
そ
う
し
た

相
違
が
生
じ
る
原
因
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
︒

二
︑
基
凞
に
関
わ
る
三
部
抄
伝
授

二
︱
一

天
和
元
年
︑
後
西
院
か
ら
基
凞
へ
の
伝
授

﹃
基
凞
公
記
﹄
に
よ
れ
ば
基
凞
が
後
西
院
か
ら
三
部
抄
伝
授
を
受
け
た
の
は

天
和
元
年
︵
一
六
八
一
︶
十
一
月
十
一
日
で
︑
同
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

十
一
日
庚
申

辰
刻
︑
参

新
院
︒
是
三
部
抄
源
氏
物
語
切
紙
御
伝
授
之
故
也
︒
着
衣
冠

単
︒
御
伝
授
之
後
︑
給
御
盃
︑
退
出
︒
凡
恐
悦
之
外
無
他
︒

こ
の
時
に
は
﹁
源
氏
物
語
伝
授
﹂
と
併
せ
て
切
紙
が
伝
授
さ
れ
て
い
る
︒
陽

明
文
庫
蔵
﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄︵
一
︱
三
︱
一
五
︶
は
こ
の
伝
授
の
折
に
後
西

院
か
ら
﹃
三
種
口
伝
﹄
を
借
り
受
け
て
基
凞
が
書
写
し
た
も
の
で
︑﹃
三
種
口

伝
﹄
と
同
内
容
︑
す
な
わ
ち
﹃
百
人
一
首
﹄
の
う
ち
一
七
首
に
つ
い
て
の
注
釈

︵
一
︑
六
︑
八
︑
九
︑
一
三
︑
一
五
︑
三
〇
︑
三
三
︑
四
五
︑
六
四
︑
九
一
︑

九
三
︑
九
五
︑
九
七
︑
九
八
︑
九
九
︑
一
〇
〇
番
︒
九
七
﹁
こ
ぬ
人
を
﹂
が
見

出
し
の
み
で
注
部
分
を
空
白
と
す
る
点
も
﹃
三
種
口
伝
﹄
と
同
様
︶︑
詠
歌
大

概
切
紙
三
通
の
内
容
︑
未
来
記
雨
中
吟
切
紙
一
通
の
内
容
を
記
す
︒
奥
書
に
は

次
の
よ
う
に
あ
る
︒

右
百
人
一
首
秘
决
︑
天
和
元
年
十
一
月
十
一
日
︑
三
部
抄
御
伝
授
之
序
被

免
拝
覧
︑
即
以

新
院

震
（
マ
マ
）

翰
︑
不
違
一
字
即
日
令
書
写
畢
︒

左
僕
射
基
凞

こ
の
﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄
の
う
ち
︑
詠
歌
大
概
切
紙
三
通
と
未
来
記
雨
中
吟

切
紙
一
通
と
し
て
書
か
れ
た
内
容
は
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
後
水
尾
院
か
ら
後

西
院
︑
通
茂
ら
へ
と
伝
え
ら
れ
た
内
容
と
一
致
す
る⑥
︒
﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄
よ

り
該
当
部
分
を
次
に
示
し
て
お
く
︒
便
宜
上
︑
項
目
ご
と
に
私
に
(
�

)～
(
�

)

の
数
字
を
付
す
︒

詠
歌
大
概
口
伝
切
紙

三
通

︵
�

)心
ハ

新

詞
旧

心
ハ

直

詞
艶

た
と
へ
ば
心
は
あ
た
ら
し
く
と
い
ふ
に
二
の
心
を
出
し
た
り
︒
む
か
し
よ

り
人
の
よ
み
な
ら
は
さ
ぬ
う
た
を
あ
た
ら
し
く
よ
み
出
し
た
る
作
意
と
︑

近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

一
八



ま
た
古
く
よ
み
た
る
歌
を
す
こ
し
引
か
へ
て
心
を
あ
た
ら
し
く
な
す
と
︑

二
の
や
う
也
︒
こ
と
葉
は
ふ
る
く
同
艶
に
と
い
へ
る
も
︑
あ
た
ら
し
き
こ

と
を
よ
ま
ん
と
す
る
故
に
こ
と
葉
の
あ
し
く
な
り
行
を
も
つ
て
旧
き
こ
と

葉
の
ほ
か
に
は
︑
と
い
ま
し
め
た
り
︒
又
心
直
ぐ
と
あ
る
に
こ
と
葉
の
艶

を
い
へ
る
は
︑
こ
ゝ
ろ
の
な
を
き
う
た
は
必
俗
に
ち
か
く
な
り
ゆ
く
故
也
︒

尤
く
で
ん
也
︒
秘
中
の
深
密
た
る
べ
し
︒

︵
�

)一
︑
き
り
〴
〵
す
な
く
や
霜
夜
の
う
た
︑
心
は
新
︑
詞
旧
︑
証
例
よ

く
思
ひ
知
べ
し
︒
此
歌
の
義
理
は
百
人
一
首
に
あ
り
︒
返
々
情
は
新
旧
詞

を
も
つ
て
作
た
る
歌
︑
こ
れ
ら
を
先
と
し
侍
る
べ
き
也
︒

︵
�

)三
十
六
人
集
之
内
殊
上
手
歌
︑
可
懸
心
︒

三
十
六
人
之
内
ニ
人
丸
︑
貫
之
︑
忠
岑
︑
伊
勢
︑
小
町
等
之
類
と
い
へ
る
︑

類
と
云
字
に
て
い
ま
だ
あ
る
べ
し
と
意
得
べ
き
也
︒
業
平
︑
遍
昭
な
ど
や

う
の
人
な
る
べ
し
︒
是
も
口
伝
の
ゆ
へ
師
説
を
う
く
べ
し
と
は
此
口
伝
な

り
︒

未
来
記
口
伝

︵
�

)前
和
歌
得
業
生
柿
本
貫
躬

是
は
儒
者
の
家
に
成
付
た
る
官
た
る
を
︑
和
歌
の
家
に
な
る
こ
と
︑
是コ
レ

非ヒ

分ブ
ン

な
り
︒

又
柿
本
の
氏
は
人
丸
名
人
た
り
と
い
へ
ど
も
氏
ば
か
り
に
は
き
ど
く
な
し
︒

貫
之
の
貫
と
躬
恒
の
躬
と
を
と
り
て
貫
躬
と
い
へ
る
︑
三
人
の
名
人
の
名

を
と
り
て
も
更
無
詮
︑
未
来
記
の
う
た
の
心
か
く
の
ご
と
し
︒
い
か
に
よ

き
詞
を
と
り
て
も
一
首
の
吟
く
だ
り
侍
ら
ず
︑
心
す
み
侍
ら
ね
ば
た
ゞ
柿

本
の
貫
躬
と
つ
け
る
名
の
り
に
よ
く
相
当
し
た
る
歌
な
る
べ
し
︒
是
此
五

十
首
の
口
伝
之
深
秘
な
り
︒

こ
れ
ら
が
切
紙
と
し
て
伝
授
さ
れ
る
際
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
別
の
竪
紙
に
記
さ

れ
︑
詠
歌
大
概
切
紙
に
つ
い
て
は
折
り
畳
ん
だ
状
態
で
表
書
き
と
し
て
(
�

)に

﹁
一
﹂︑
(
�

)
に
﹁
二
﹂︑
(
�

)
に
﹁
三
﹂
と
数
字
が
記
さ
れ
る
︒
後
西
院
か
ら

の
伝
授
の
際
に
︑
基
凞
も
切
紙
を
伝
授
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
︵
た
だ
し
稿

者
は
そ
の
存
在
を
確
認
し
て
い
な
い
︶︑
以
降
の
基
凞
に
よ
る
伝
授
に
お
い
て

も
こ
れ
ら
の
切
紙
が
伝
授
さ
れ
て
い
る
︒

二
︱
二

天
和
三
年
︑
基
凞
か
ら
猪
苗
代
兼
寿
へ
の
伝
授

後
西
院
か
ら
近
衞
家
へ
と
伝
え
ら
れ
た
三
部
抄
伝
授
は
︑
天
和
三
年
︵
一
六

八
三
︶
八
月
三
日
に
は
基
凞
か
ら
猪
苗
代
兼
寿
へ
と
伝
え
ら
れ
た⑦
︒
近
衞
家
と

連
歌
師
の
家
で
あ
る
猪
苗
代
家
と
は
昵
懇
で
あ
り
︑
近
衞
家
か
ら
各
種
の
伝
授

を
猪
苗
代
家
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
基
凞
に
対
し
兼
寿
は
一
九
歳
の

年
長
だ
が
︑
基
凞
が
幼
い
頃
か
ら
兼
寿
に
親
し
み
を
抱
い
て
い
た
こ
と
も
知
ら

れ
て
い
る
︒
元
禄
五
年
︵
一
六
九
二
︶
に
は
基
凞
か
ら
兼
寿
へ
古
今
伝
授
が
な

さ
れ
て
い
る⑧
︒
基
凞
か
ら
兼
寿
へ
の
三
部
抄
伝
授
は
こ
う
し
た
背
景
を
持
つ
伝

授
の
一
部
で
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
三
部
抄
伝
授
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は

近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

一
九



不
明
で
あ
り
︑
検
証
が
で
き
な
い
︒
今
は
︑﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄
の
記
述
及
び

そ
の
後
の
伝
授
に
関
す
る
資
料
の
内
容
か
ら
︑
お
そ
ら
く
は
百
人
一
首
に
つ
い

て
口
伝
が
あ
り
︑
詠
歌
大
概
切
紙
三
通
と
未
来
記
雨
中
吟
切
紙
一
通
が
授
け
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
︒

二
︱
三

元
禄
十
一
年
︑
基
凞
か
ら
意
光
・
時
方
・
行
豊
へ
の
伝
授

元
禄
十
一
年
︵
一
六
九
八
︶
に
近
衞
家
家
礼
の
裏
松
意
光
・
平
松
時
方
・
石

井
行
豊
へ
行
わ
れ
た
三
部
抄
伝
授
に
つ
い
て
は
新
井
栄
蔵
氏
が
﹁
陽
明
文
庫
蔵

近
衞
基
凞
授
石
井
行
豊
受
三
部
抄
御
伝
授
前
後
別
記
︱
付
影
印
百
人
一
首
口
決

聞
書
﹂︵﹃
叙
説
﹄
一
二
号
︑
一
九
八
六
年
︶
に
お
い
て
陽
明
文
庫
蔵
・
石
井
行

豊
記
﹃
三
部
抄
御
伝
授
前
後
別
記
﹄︵
六
︱
一
︱
四
︶
の
翻
刻
を
掲
載
し
て
お

り
︑
伝
授
の
様
子
が
知
ら
れ
る⑨
︒
そ
の
中
で
行
豊
は
伝
授
さ
れ
た
切
紙
や
口
伝

の
聞
書
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
︒

切
紙
二
包
︑
有
文
台
上
ノ
方

御
前

︒
仰
云
︑
可
披
見
︒
下
官
先
頂
戴
︑
披
一
包
︒

内
ニ
三
通
︑
一
二
三
付有

之

︒
次
第
之
通
可
披
見
之
由
︑
被
仰
︒
一
々
拝
見
︑

如
元
包
︒
次
ニ
今
一
包
ヲ
如
初
拝
見
︒
拝
見
了
︑
如
元
包
︑
置
文
台
初
ノ
三

通
︑
詠

歌
大
概
︑
後
ノ
一

通
︑
未
来
記
雨
中
吟

︒
仰
云
︑
百
人
一
首
者
口
決
也
︒
一
同
ニ
可
被
仰
聞
︒
後

法
成
寺
殿
尚
通
公

へ
宗
祇
奉
授
所
之
切
紙
也
︒
三
条
家
ニ
無
之
由
︑
仰
也
︒

待
御
気
色
︑
件
二
包
頂
戴
︑
懐
中
退
︒
次
ニ
三
人
一
同
ニ
召
御
前
︑
百
人

一
首
之
口
決
︑
一
々
被
仰
聞
︒
各
聞
書
ス
︒
聞
書
走
筆
︑
委
細
難
注
︒
各

追
而
会
合
︑
聞
書
之
通
読
合
︑
可
書
改
之
由
︑
被
仰
之
︒
各
承
伏
︒

切
紙
は
二
包
に
分
か
れ
︑
一
方
は
詠
歌
大
概
切
紙
三
通
︑
も
う
一
方
は
未
来

記
雨
中
吟
切
紙
一
通
で
あ
っ
た
︒
後
水
尾
院
か
ら
通
茂
に
渡
さ
れ
た
の
と
同
様

の
も
の
︵
つ
ま
り
︑
後
西
院
か
ら
基
凞
に
伝
授
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と

同
様
の
も
の
︶
が
基
凞
に
よ
っ
て
書
か
れ
︑
竪
紙
の
形
で
渡
さ
れ
て
い
た
も
の

と
見
ら
れ
る
︒
﹁
百
人
一
首
之
口
決
﹂
に
つ
い
て
は
︑
当
座
聞
書
が
﹃
百
人
一

首
口
决
当
座
聞
書
﹄
︵
六
︱
二
︱
五
︶
︑
清
書
本
が
﹃
百
人
一
首
口
决
聞
書
﹄

︵
六
︱
一
︱
六
︶
と
し
て
共
に
陽
明
文
庫
に
伝
わ
り
︑
後
者
は
先
掲
新
井
氏
論

文
に
影
印
が
あ
る⑩
︒﹃
百
人
一
首
口
决
聞
書
﹄
は
︑
三
部
抄
に
つ
い
て
の
概
説

と
︑
そ
れ
に
続
く
百
人
一
首
の
歌
一
七
首
に
つ
い
て
の
注
か
ら
成
る⑪
︒

注
目
し
た
い
の
は
︑
施
注
さ
れ
て
い
る
百
人
一
首
の
歌
一
七
首
が
︑﹃
三
種

口
伝
﹄
及
び
そ
れ
を
基
凞
が
書
写
し
た
﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄
の
一
七
首
と
一
致

す
る
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
行
豊
の
伝
授
別
記
と
﹃
百
人
一
首
口
决
聞
書
﹄
と

を
併
せ
て
考
え
れ
ば
︑
基
凞
か
ら
行
豊
ら
へ
の
伝
授
で
は
︑
詠
歌
大
概
と
未
来

記
雨
中
吟
の
切
紙
部
分
が
既
存
の
切
紙
と
同
じ
内
容
で
伝
授
さ
れ
︑
新
た
な
三

部
抄
の
概
説
及
び
﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄
の
百
人
一
首
注
部
分
が
口
頭
で
伝
え
ら

れ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
後
西
院
か
ら
の
伝
授
内
容
を
根
本
と
し
て
︑
基

凞
の
伝
授
が
構
成
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る⑫
︒

た
だ
し
︑
百
人
一
首
注
部
分
の
内
容
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
い
く
と
︑
必
ず
し
も

﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒
試
み
に
六

近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

二
〇



番
﹁
鵲
の
﹂
歌
の
注
を
比
較
し
て
み
よ
う
︒

3﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄

か
さ
ゝ
ぎ
の
わ
た
せ
る
は
し

是
は
月
も
な
く
晴
た
る
や
み
の
夜
の
空
な
る
べ
し
︒
み
ち
に
心
ざ
す
人

は
か
や
う
に
う
ば
玉
の
や
み
の
夜
ま
で
も
い
た
ら
ぬ
か
た
な
き
心
づ
か

ゐ
︑
よ
く
み
る
べ
し
と
也
︒

3﹃
百
人
一
首
口
决
聞
書
﹄

鵲
ノ
ワ
タ
セ
ル
ー

此
等
ハ
又
百
人
一
首
ノ
哥
ニ
テ
読
方
ニ
カ
ヽ
ル
也
︒
其
ヲ
イ
カ
ニ
ト
云

ニ
︑
和
哥
ヲ
詠
ズ
ル
ニ
ハ
水
ナ
キ
所
ニ
水
ヲ
モ
ト
メ
︑
山
ナ
キ
所
ニ
山

ヲ
求
メ
︑
千
変
万
化
心
ヲ
ツ
ケ
ネ
バ
和
哥
ノ
フ
カ
キ
味
ハ
得
ガ
タ
キ
也
︒

晴
夜
ニ
起
出
デ
月
モ
ナ
ク
風
景
モ
ナ
キ
当
対
ニ
テ
ヨ
ミ
出
セ
ル
所
︑
哥

ヨ
ム
人
ノ
肝
心
也
︒
ソ
ノ
証
拠
ノ
タ
メ
此
哥
ヲ
ノ
ス
︑
深
秘
也
︒

﹁
鵲
の
﹂
歌
注
で
は
︑
歌
の
内
容
に
描
か
れ
る
風
景
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の

奥
に
隠
さ
れ
た
定
家
の
意
図
︵
こ
こ
で
は
﹁
歌
道
を
志
す
者
は
風
景
の
中
に
あ

る
微
細
な
風
情
に
も
目
を
凝
ら
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
︶
を
読

み
解
く
形
で
注
が
な
さ
れ
る
︒
両
者
を
比
較
す
る
と
﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄
よ
り

も
﹃
百
人
一
首
口
决
聞
書
﹄
の
方
が
注
釈
の
量
が
増
え
て
お
り
︑
こ
の
傾
向
は

全
体
を
通
し
て
一
致
し
て
い
る
︒﹃
百
人
一
首
口
决
聞
書
﹄
に
付
し
た
傍
線
は

﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄
に
見
ら
れ
な
い
内
容
を
示
し
た
も
の
だ
が
︑
例
え
ば
﹁
水

ナ
キ
所
ニ
水
ヲ
モ
ト
メ
︑
山
ナ
キ
所
ニ
山
ヲ
求
メ
﹂
と
い
う
部
分
は
︑﹃
百
人

一
首
秘
决
﹄
の
﹁
み
ち
に
心
ざ
す
人
は
か
や
う
に
う
ば
玉
の
や
み
の
夜
ま
で
も

い
た
ら
ぬ
か
た
な
き
心
づ
か
ゐ
︑
よ
く
み
る
べ
し
と
也
﹂
と
い
う
点
を
︑
よ
り

具
体
的
に
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
基
凞
が
口
伝
の
際
に
﹃
百
人
一
首
秘

决
﹄
を
よ
り
詳
細
に
︑
あ
る
い
は
例
を
出
す
こ
と
で
よ
り
分
か
り
や
す
く
し
て

い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
︒

同
様
の
例
だ
が
︑
続
い
て
一
三
番
﹁
筑
波
嶺
の
﹂
歌
の
両
者
の
注
を
掲
げ
る
︒

3﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄

つ
く
ば
ね
の
嶺
よ
り

善
は
天
下
の
徳
と
な
り
︑
悪
は
天
下
の
愁
と
な
る
︒
つ
く
ば
ね
の
木
の

し
た
ゝ
り
︑
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
木
に
も
し
づ
く
は
あ
ら
し
な

（
マ
マ
）

れ
ど
も
︑

つ
も
り
〳
〵
て
は
渕
と
な
り
ぬ
る
と
な
り
︒
小
悪
や
ま
ざ
れ
ば
成
大
悪

と
云
教
誡
な
り
︒

3﹃
百
人
一
首
口
决
聞
書
﹄

筑
波
根
ノ
ミ
ネ
ヨ
リ
ー

此
等
モ
一
入
心
入
ア
ル
事
也
︒
上
︑
天
子
ノ
御
心
ヲ
以
テ
ミ
レ
バ
︑
一

善
ハ
天
下
ノ
善
ト
ナ
リ
︑
一
悪
ハ
天
下
ノ
悪
ト
ナ
ル
︒
此
所
一
大
事
也
︒

士
農
工
商
ノ
上
マ
デ
モ
此
理
ハ
一
致
也
︒
タ
ト
ヘ
バ
峯
ヨ
リ
ヲ
ツ
ル
此

シ
タ
ヽ
リ
一
滴
モ
︑
ツ
モ
レ
バ
渕
ト
ナ
ル
︒
小
悪
ガ
大
悪
ニ
ナ
ル
モ
︑

一
念
悪
ヲ
思
テ
相
続
ス
レ
バ
皆
悪
心
也
︑
一
念
善
ヲ
思
テ
相
続
ス
レ
バ

近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

二
一



皆
善
心
也
︒
人
間
ノ
上
︑
皆
如
此
︒
恋
ノ
肝
心
ノ
哥
也
︒

﹁
筑
波
嶺
の
﹂
歌
を
︑﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄
は
﹁
小
悪
や
ま
ざ
れ
ば
成
大
悪
と

云
教
誡
﹂
を
示
す
た
め
の
歌
と
捉
え
︑﹃
百
人
一
首
口
决
聞
書
﹄
は
﹁
士
農
工

商
ノ
上
マ
デ
モ
此
理
ハ
一
致
也
﹂﹁
人
間
ノ
上
︑
皆
如
此
﹂
と
し
て
︑
そ
の
教

え
が
万
民
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
る
︒﹃
百
人
一
首
秘

决
﹄
の
勘
所
を
読
み
落
と
さ
な
い
よ
う
︑
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
基
凞
の
百
人
一
首
に
関
す
る
口
伝
は
﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄
を
踏
襲

し
つ
つ
も
︑
基
凞
自
身
の
言
葉
で
語
り
直
さ
れ
て
い
た
︒

基
凞
は
詠
歌
大
概
︑
未
来
記
雨
中
吟
に
つ
い
て
は
切
紙
と
し
て
固
定
し
た
伝

授
内
容
を
伝
え
る
一
方
で
︑
百
人
一
首
に
つ
い
て
は
切
紙
と
い
う
形
で
の
伝
授

を
受
け
て
い
な
い⑬
こ
と
か
ら
︑
口
伝
の
形
式
を
維
持
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し

て
﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
口
伝
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
必
要

に
応
じ
て
言
葉
を
補
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
三
部
抄
伝
授
の
内
容
の
一
部
を
基

凞
が
﹁
変
化
﹂
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
切
紙
の
不
変
性
に
対
し
︑
口
伝

の
可
変
性
を
適
切
に
運
用
し
よ
う
と
し
た
基
凞
の
意
向
が
伺
え
よ
う
︒

二
︱
四

享
保
二
年
︑
基
凞
か
ら
家
久
・
頼
庸
へ
の
伝
授

基
凞
か
ら
孫
の
家
久
︑
そ
し
て
近
衞
家
家
礼
の
錦
小
路
頼
庸
へ
の
三
部
抄
伝

授
は
︑
元
禄
十
一
年
の
伝
授
か
ら
一
九
年
後
の
︑
享
保
二
年
︵
一
七
一
七
︶
三

月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
た
︒
こ
の
時
の
伝
授
に
つ
い
て
基
凞
が
記
し
た
﹃
伝
授

日
記
﹄︵
一
︱
三
︱
一
︱
二
︶
と
︑
同
じ
く
家
久
が
記
し
た
﹃
三
部
抄
伝
授
記
﹄

︵
三
︱
三
︱
一
四
︱
一
︶
及
び
﹃
三
部
抄
口
伝
私
記
﹄
︵
三
︱
三
︱
一
四
︱
二
︶

が
い
ず
れ
も
陽
明
文
庫
に
伝
来
し
︑
伝
授
の
詳
細
が
知
ら
れ
る⑭
︒

切
紙
伝
授
の
際
の
様
子
に
つ
い
て
︑
家
久
は
﹃
三
部
抄
伝
授
記
﹄
に
次
の
よ

う
に
記
す
︒

先
令
気
色
給
︒
寄
文
台
之
下
︑
御
切
紙
拝
見
︒
如
本
巻
之
一
々
同
之

︑
御
口
伝

等
也
︒
次
︑
又
被
出
御
切
紙
︒
是

後
西
院
宸
筆
也
︒
大
殿
令
伝
授
給
時
令
拝
授
給
云
々
︒
以
猶
短
慮
不
肖
之

身
︑
今
日
令
相
伝
之
事
︑
多
幸
々
々
︑
多
罪
々
々
︑
非
無
其
憚
︒

家
久
は
切
紙
を
拝
見
し
た
後
に
基
凞
か
ら
別
途
口
伝
を
聞
き
︑
そ
の
後
に
は

後
西
院
宸
筆
の
切
紙
を
も
拝
見
し
て
い
る
︒
初
め
の
切
紙
は
基
凞
筆
の
切
紙
で

あ
ろ
う
︒
こ
れ
に
あ
た
る
と
見
ら
れ
る
の
が
陽
明
文
庫
蔵
﹃
三
部
抄
切
紙
﹄

︵
五
︱
二
︱
四
︶
で
︑
こ
れ
は
基
凞
筆
の
詠
歌
大
概
切
紙
三
通
︑
同
じ
く
未
来

記
雨
中
吟
切
紙
一
通
を
包
紙
に
包
む
︒
切
紙
の
内
容
は
元
禄
十
一
年
の
伝
授
の

時
と
同
じ
で
あ
り
︑
包
紙
に
は
家
久
筆
で
﹁
享
保
二
三
廿
三
伝
授
了
／
三
部
抄

切
紙

右
大
臣
家
久
﹂
と
上
書
き
が
あ
る
︒
こ
れ
に
加
え
て
後
西
院
宸
筆
の
切

紙
が
伝
授
さ
れ
た
の
は
︑
師
弟
関
係
と
し
て
の
伝
授
と
は
別
に
︑
近
衞
家
に
伝

わ
る
伝
授
関
係
文
書
の
相
伝
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

近
衞
尚
通
︵
一
四
七
二
︱
一
五
四
四
︶
以
来
︑
近
衞
家
に
は
﹁
家
﹂
と
し
て

の
古
今
伝
授
が
あ
っ
た
も
の
の
︑
基
凞
六
歳
の
時
に
父
尚
嗣
︵
一
六
二
二
︱
一

近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

二
二



六
五
三
︶
が
早
世
し
た
際
︑
近
衞
家
の
古
今
伝
授
箱
︵
古
今
伝
授
に
関
す
る
文

書
等
を
入
れ
た
箱
︶
は
後
水
尾
院
の
預
か
り
と
な
る
︒
と
こ
ろ
が
万
治
四
年

︵
一
六
六
一
︶
の
火
災
に
よ
り
近
衞
家
の
伝
授
箱
も
焼
失
し
て
し
ま
う
︒
し
か

し
︑
後
西
院
か
ら
基
凞
へ
伊
勢
物
語
伝
授
や
三
部
抄
伝
授
を
含
む
古
今
伝
授
が

行
わ
れ
た
こ
と
で
近
衞
家
に
古
今
伝
授
が
復
し
︑
さ
ら
に
基
凞
か
ら
家
久
へ
の

伝
授
に
至
っ
て
︑﹁
家
﹂
の
内
部
で
の
古
今
伝
授
が
再
興
し
た
の
で
あ
る
︒
基

凞
の
﹃
伝
授
日
記
﹄
に
は
三
部
抄
に
加
え
︑
同
年
十
二
月
に
伊
勢
物
語
及
び
源

氏
物
語
の
切
紙
伝
授
を
も
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑

三
部
抄
以
下
伝
授
右
府

（
家
久
）

︑
本
望
不
過
之
︒
共
以

後
水
尾
院

後
西
院
御
厚
恩
︑
謝
無
言
語
︑
只
感
悦
︒
殊
明
応
以
来
之
伝
授
︑
今
日
於

愚
老
再
興
︑
歓
喜
︑
是
併
於
道
有
冥
助
者
哉
︒

と
そ
の
歓
び
が
綴
ら
れ
て
い
る
︒
元
禄
十
一
年
の
三
部
抄
伝
授
と
享
保
二
年
の

三
部
抄
伝
授
と
の
違
い
は
︑
後
者
に
お
い
て
後
西
院
宸
筆
の
切
紙
が
伝
授
さ
れ
︑

近
衞
家
内
部
の
伝
授
が
再
興
し
た
と
い
う
点
が
大
き
い
だ
ろ
う
︒

な
お
︑
享
保
二
年
の
三
部
抄
伝
授
に
お
い
て
家
久
が
基
凞
か
ら
聞
い
た
と
い

う
﹁
御
口
伝
﹂
の
内
容
を
書
き
記
し
た
資
料
は
知
ら
れ
ず
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒

し
か
し
元
禄
十
一
年
の
三
部
抄
伝
授
に
お
け
る
百
人
一
首
口
伝
を
記
し
た
﹃
百

人
一
首
口
决
聞
書
﹄
を
家
久
が
書
写
し
た
資
料
が
﹃
三
部
抄
口
決
当
座
聞
書
﹄

︵
近
・
一
四
二
・
七
︶
と
し
て
陽
明
文
庫
に
伝
存
し
て
お
り
︑
あ
る
い
は
こ
の

内
容
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
今
は
︑
基
凞
に
よ
る
伝
授

の
様
式
と
口
伝
の
内
容
は
︑
後
西
院
か
ら
の
伝
授
を
基
礎
と
し
つ
つ
元
禄
十
一

年
の
伝
授
の
時
点
で
確
立
し
︑
享
保
二
年
に
は
同
様
の
内
容
が
近
衞
家
内
部
の

伝
授
と
し
て
成
立
し
た
と
見
て
︑
各
伝
授
の
意
義
を
捉
え
て
お
き
た
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
基
凞
の
子
で
あ
る
家い

え

凞
ひ
ろ

︵
一
六
六
七
︱
一
七
三
六
︶
は
三
部
抄

伝
授
を
受
け
て
お
ら
ず
︑
古
今
伝
授
を
継
承
し
て
も
い
な
い
︒
家
凞
が
基
凞
か

ら
古
今
伝
授
を
受
け
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
︑
緑
川
明
憲
氏
が
﹁
歌
人
と

し
て
の
近
衞
家
凞
﹂
︵﹃
国
語
国
文
﹄
七
七
巻
六
号
︑
二
〇
〇
八
年
六
月
︶
に
お

い
て
検
証
を
行
っ
て
い
る
︒
緑
川
氏
は
︑
書
や
絵
画
に
対
し
て
﹁
徹
底
し
た
実

証
主
義
﹂
を
持
つ
家
凞
が
︑
﹁
特
に
実
見
を
必
要
と
せ
ず
︑
形
式
的
に
詠
ま
れ

る
こ
と
の
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
堂
上
和
歌
﹂
の
世
界
を
好
ま
ず
︑
古
今
伝
授
を

受
け
る
こ
と
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
す
る
仮
説
を
立
て

て
お
り
︑
首
肯
さ
れ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
基
凞
に
と
っ
て
近
衞
家
代
々
に
引
き

継
が
れ
る
伝
授
が
再
興
す
る
こ
と
は
︑
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
か
ね
て
か
ら
の

念
願
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
も
し
家
凞
が
歌
道
伝
授
を
受
け
る
こ
と
を
拒
否

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
元
禄
十
一
年
に
行
わ
れ
た
基
凞
か
ら
三
名
へ
の

三
部
抄
伝
授
及
び
そ
れ
に
連
な
る
各
種
の
歌
道
伝
授
は
︑
伝
授
内
容
の
断
絶
を

防
ぐ
た
め
の
処
置
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
︑
そ
の
後
に
家
久
へ
の
歌
道
伝
授

︵
古
今
伝
授
は
享
保
三
年
︶
が
実
現
し
た
こ
と
は
︑
基
凞
に
い
よ
い
よ
大
き
な

喜
び
と
安
堵
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒

近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

二
三



以
上
︑
基
凞
の
関
わ
っ
た
三
部
抄
伝
授
の
実
態
に
つ
い
て
関
連
資
料
に
基
づ

き
記
述
し
た
︒
そ
の
概
要
は
記
し
得
た
も
の
の
︑
資
料
が
見
ら
れ
な
い
部
分
︑

及
び
口
伝
の
内
容
な
ど
に
は
実
態
が
明
確
で
な
い
部
分
も
残
る
︒
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
︑
周
縁
資
料
の
精
査
を
続
け
て
い
き
た
い
︒

三
︑
霊
元
院
に
よ
る
御
所
伝
授
と
︑
基
凞
の
伝
授
と
の
関
わ
り

霊
元
院
と
基
凞
は
︑
天
和
三
年
四
月
に
後
西
院
か
ら
同
時
に
古
今
伝
授
を
受

け
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
霊
元
院
が
後
に
廷
臣
へ
行
っ
た
三
部
抄
伝
授
の

様
相
は
︑
基
凞
の
場
合
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
両
者
の
差
異

に
つ
い
て
検
証
す
る
︒

霊
元
院
に
よ
る
清
水
谷
実
業
︑
武
者
小
路
実
陰
︑
中
院
通
躬
へ
の
三
部
抄
伝

授
で
は
︑
元
禄
八
年
︵
一
六
九
五
︶
に
院
に
よ
る
詠
歌
大
概
講
釈
が
行
わ
れ
︑

続
い
て
元
禄
十
五
年
九
︑
十
月
に
院
に
よ
る
百
人
一
首
講
釈
︑
続
く
十
一
︑
十

二
月
に
通
茂
に
よ
る
未
来
記
雨
中
吟
講
釈
が
行
わ
れ
︑
同
年
十
二
月
に
切
紙
伝

授
へ
と
進
ん
で
い
る
︒
詠
歌
大
概
や
百
人
一
首
の
講
釈
は
す
で
に
後
水
尾
院
に

よ
っ
て
も
行
わ
れ
て
お
り
︑
講
釈
聞
書
も
存
在
し
て
い
た
が
︑
未
来
記
雨
中
吟

の
講
釈
が
御
所
で
行
わ
れ
た
の
は
こ
の
時
が
初
め
て
で
あ
っ
た
︒
す
で
に
拙
稿⑮

で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
未
来
記
雨
中
吟
に
つ
い
て
︑
伝
授
者
で
あ
る
霊
元

院
自
身
が
講
釈
を
行
う
の
で
は
な
く
︑
通
茂
に
講
釈
を
依
頼
し
た
の
は
︑
霊
元

院
の
手
元
に
未
来
記
雨
中
吟
を
講
ず
る
た
め
に
十
分
な
資
料
が
無
く
︑
廷
臣
の

中
で
当
時
の
歌
壇
の
頂
点
に
あ
っ
た
通
茂
に
質
の
高
い
講
釈
を
期
待
し
た
た
め

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
霊
元
院
に
と
っ
て
︑
内
容
に
関
す
る
講
釈
が
無
い
ま

ま
︑
形
式
的
な
伝
授
の
み
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
避
け
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

京
都
大
学
博
物
館
蔵
中
院
文
書
に
含
ま
れ
る
﹁
女
房
奉
書
﹂︵
二
六
四
︶⑯
は
︑

霊
元
院
が
通
茂
へ
︑
未
来
記
雨
中
吟
の
講
釈
に
対
す
る
礼
を
伝
え
た
も
の
で
あ

り
︑
そ
こ
に
は
﹁
未
来
記
は
ふ
る
き
抄
ニ
も
し
ん
ぜ
ら
れ
候
が
た
き
お
も
む
き

ど
も
に
て
御
ざ
候
に
︑
此
度
ま
こ
と
の
む
ね
あ
ら
わ
れ
候
事
︑
さ
て
〳
〵
大
せ

つ
な
る
事
﹂
と
あ
る
︒
霊
元
院
に
と
っ
て
未
来
記
雨
中
吟
の
古
注
︵﹁
ふ
る
き

抄
﹂︶
は
信
頼
す
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
東
常
縁
の
未
来
記

雨
中
吟
講
釈
を
宗
祇
が
聞
き
書
き
し
た
と
伝
え
る
﹃
遠
情
抄
﹄
以
降
︑
い
く
つ

か
の
未
来
記
雨
中
吟
注
釈
書
が
存
在
し
た
が
︑
霊
元
院
は
自
ら
が
行
う
三
部
抄

伝
授
に
即
し
た
︑
新
規
の
未
来
記
雨
中
吟
講
釈
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
︒
結

果
︑
通
茂
の
講
釈
に
よ
り
﹁
ま
こ
と
の
む
ね
﹂
が
理
解
さ
れ
た
と
い
う
︒
講
釈

と
切
紙
と
が
対
応
す
る
形
で
伝
授
形
式
を
整
備
し
よ
う
と
し
た
霊
元
院
の
狙
い

が
読
み
取
れ
よ
う
︒

一
方
︑
基
凞
の
伝
授
の
際
に
は
事
前
の
講
釈
が
行
わ
れ
ず
︑
切
紙
伝
授
と
口

伝
の
相
承
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
確
認
し
た
︒
百
人
一
首
の
口
伝
に
つ
い

て
も
可
変
的
で
あ
る
と
は
言
え
︑
全
歌
講
釈
で
は
な
く
︑﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄

に
準
拠
し
た
秘
説
の
伝
授
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
︒

横
井
金
男
氏
が
す
で
に
紹
介
し
て
い
る⑰
が
︑
﹃
基
凞
公
記
﹄
元
禄
十
六
年
正

近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

二
四



月
二
十
三
日
条
に
は
次
の
記
事
が
あ
る
︒

⁝
凡
当
時
︑
和
歌
事
衰
微
︑
歎
息
而
已
者
乎
︒
黄
門

（
意
光
）

問
云
︑
去
年
冬
十
一
月
比

︑

前
源
亜
相

（
通
茂
）

於
洞
中
令
講
談
未
来
記
雨
中
吟
︒
如
此
事
有
之
哉
者
︒
余
云
︑

誠
聞
此
事
︑
未
来
記
雨
中
吟
講
談
事
︑
於
余
者
曾
以
不
知
之
︒
只
有
直
談

事
︑
子
細
︑
蒙
後
西
院
仰
了
︒
定
而
雖
無
口
伝
︑
依
院
仰
︑
強
而
談
之
者

歟
︒
言
語
道
断
之
旨
相
示
之
︑
各
歎
息
後
而
発
笑
而
已
︒

元
禄
十
五
年
に
仙
洞
で
通
茂
が
未
来
記
雨
中
吟
の
講
釈
を
行
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
︑
不
審
に
思
っ
た
意
光
が
基
凞
に
尋
ね
た
︒
基
凞
は
︑
そ
う
し
た
講
釈
が

行
わ
れ
た
こ
と
は
か
つ
て
無
い
と
い
う
こ
と
︑
後
西
院
か
ら
の
伝
授
の
折
に
は

表
立
っ
た
講
釈
の
形
で
は
な
く
直
接
に
対
面
し
て
﹁
子
細
﹂
を
拝
聴
し
た
と
い

う
こ
と
︑
通
茂
の
講
釈
は
霊
元
院
の
仰
せ
に
よ
っ
て
強
い
て
行
わ
れ
た
の
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
を
語
り
︑
最
後
に
は
﹁
各
歎
息
後
而
発
笑
﹂
に
至
っ
た
と
い
う
︒

横
井
氏
は
﹁
三
部
抄
伝
授
が
御
所
伝
授
の
中
へ
持
ち
込
ま
れ
︑
古
今
伝
授
の
様

式
を
そ
の
ま
ゝ
輸
入
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
有
様
を
﹁
言
語
道
断
﹂
と
罵
っ
て
ゐ

る
﹂
と
見
て
い
る
が
︑
元
禄
十
一
年
の
時
点
で
す
で
に
基
凞
も
一
定
の
様
式
に

基
づ
い
た
三
部
抄
伝
授
を
行
っ
て
い
る
︒
古
今
伝
授
の
様
式
を
三
部
抄
伝
授
に

も
適
用
す
る
と
い
う
点
を
問
題
視
し
た
と
い
う
よ
り
は
︑
講
釈
の
前
例
な
ど
な

い
﹁
未
来
記
雨
中
吟
﹂
に
対
し
て
も
ま
こ
と
し
や
か
に
講
釈
を
行
わ
せ
︑
新
た

な
三
部
抄
伝
授
の
運
用
に
乗
り
出
し
た
霊
元
院
を
揶
揄
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

そ
も
そ
も
霊
元
院
と
基
凞
と
の
間
に
確
執
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
お
り
︑
右
の
記
事
に
見
ら
れ
る
基
凞
の
批
判
的
な
目
は
そ
う
し
た
両
者

の
間
柄
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑

後
西
院
か
ら
の
伝
授
形
式
を
範
と
し
て
自
ら
も
三
部
抄
伝
授
を
行
っ
た
基
凞
に

と
っ
て
︑
後
水
尾
院
︑
後
西
院
の
時
の
形
式
と
異
な
る
霊
元
院
の
方
法
は
受
け

入
れ
ら
れ
ず
︑
正
統
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
に
さ
え
見
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒
だ
か
ら
こ
そ
先
の
記
事
の
冒
頭
に
あ
る
﹁
凡
当
時
︑
和
歌
事
衰
微
︑
歎
息

而
已
者
乎
﹂
と
い
う
嘆
き
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
︒
か
く
し
て
両
者
に
よ

る
三
部
抄
伝
授
の
実
態
に
相
違
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
た
い
︒

四
︑
終
わ
り
に

近
衞
家
の
三
部
抄
伝
授
に
つ
い
て
︑
陽
明
文
庫
に
伝
来
す
る
原
資
料
を
も
と

に
そ
の
実
態
を
ま
と
め
︑
同
時
代
に
行
わ
れ
た
御
所
伝
授
と
の
相
違
に
言
及
し

た
︒
近
世
期
の
切
紙
に
よ
る
歌
道
伝
授
は
︑
そ
の
内
容
が
固
定
す
る
と
と
も
に

形
骸
化
の
一
途
を
た
ど
り
︑
堂
上
の
歌
道
衰
退
の
象
徴
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て

き
た
︒
近
世
初
期
に
は
既
に
︑
堂
上
和
歌
に
批
判
的
な
人
々
に
よ
り
伝
授
や
口

伝
と
い
っ
た
行
為
が
否
定
的
に
語
ら
れ
て
も
い
る
︒
し
か
し
︑
伝
授
に
携
わ
る

人
々
が
必
ず
し
も
伝
授
の
有
名
無
実
化
に
甘
ん
じ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
︑
と
り
わ
け
授
け
る
側
が
そ
の
伝
授
内
容
を
ど
の
よ
う
に
運
用
す
る
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
の
例
に
限
ら
ず
︑
一
定
の
柔
軟
性
が
認
め
ら
れ
る⑱
︒

近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

二
五



歌
道
伝
授
は
︑
授
け
る
側
と
受
け
る
側
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
授
に
固
有

の
状
況
が
存
在
す
る
︒
核
と
な
る
不
変
の
部
分
︵
切
紙
の
内
容
等
︶
は
維
持
し

な
が
ら
も
︑
可
変
的
な
部
分
︵
講
釈
や
口
伝
の
内
容
︶
は
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に

応
じ
て
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
後
水
尾
院
︑
後
西
院
を
経
て
近
衞
家
に
入

っ
た
三
部
抄
伝
授
と
︑
後
水
尾
院
か
ら
霊
元
院
︑
そ
し
て
廷
臣
へ
と
伝
え
ら
れ

た
三
部
抄
伝
授
も
ま
た
︑
異
な
る
状
況
下
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
形
式
を

持
つ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

歌
道
伝
授
関
係
資
料
は
現
在
で
も
新
た
に
紹
介
や
報
告
が
な
さ
れ
て
お
り
︑

そ
れ
ら
を
元
に
い
っ
そ
う
精
確
な
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
︒

各
伝
授
の
内
実
と
︑
そ
の
伝
授
を
取
り
巻
く
状
況
と
が
常
に
連
動
し
て
い
る
点

に
注
意
し
つ
つ
︑
個
別
具
体
的
な
﹁
可
変
的
な
部
分
﹂
の
読
み
解
き
を
丁
寧
に

行
う
こ
と
で
︑
今
後
も
各
資
料
の
位
置
付
け
を
進
め
て
い
き
た
い
︒

注①

﹃
近
世
歌
学
集
成
﹄
中
︵
明
治
書
院
︑
一
九
九
七
年
︶
に
よ
る
︒

②

酒
井
﹃
禁
裏
本
歌
書
の
蔵
書
史
的
研
究
﹄︵
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
九
年
︶
第
八

章
第
一
節
﹁
近
世
天
皇
家
に
お
け
る
﹃
三
部
抄
口
伝
﹄
の
成
立
と
展
開
﹂︑
初
出
は

﹃
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
基
盤
研
究
(
Ｃ
)︶
研
究
成
果
報
告
書

高
松
宮
家
蔵
書
群

の
形
成
と
そ
の
性
格
に
関
す
る
総
合
的
研
究
﹄︵
二
〇
〇
八
年
三
月
︶︒
ま
た
酒
井

﹁
東
山
御
文
庫
蔵
﹃
百
人
一
首
詠
歌
大
概
未
来
記
三
種
口
伝
﹄
翻
刻
︱
近
世
天
皇
家

に
お
け
る
百
人
一
首
注
釈
の
研
究
の
た
め
に
︱
﹂︵﹃
埼
玉
大
学
紀
要
︵
教
養
学
部
︶﹄

五
二
巻
二
号
︑
二
〇
一
七
年
三
月
︶
に
﹃
三
種
口
伝
﹄
の
翻
刻
が
載
る
︒

③

こ
の
時
の
切
紙
に
つ
い
て
は
現
存
し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
︑
陽
明
文
庫
蔵
︑
近
衞

家
久
筆
﹃
三
部
抄
口
伝
私
記
﹄
︵
三
︱
三
︱
一
四
︱
二
︶
に
は
︑
近
衛
基
凞
が
後
西

院
か
ら
天
和
元
年
︵
一
六
八
一
︶
に
三
部
抄
伝
授
を
受
け
た
際
の
話
と
し
て
﹁
後
水

尾
院
の
宸
筆
の
御
切
紙
は
す
な
は
ち
後
西
院
へ
か
へ
し
上
ら
れ
け
る
﹂
と
記
さ
れ
て

お
り
︑
こ
れ
に
従
え
ば
後
水
尾
院
か
ら
後
西
院
へ
三
部
抄
伝
授
が
行
わ
れ
た
時
点
で

後
水
尾
院
宸
筆
の
三
部
抄
切
紙
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

④

﹃
古
今
伝
受
日
記
﹄
は
海
野
圭
介
﹃
和
歌
を
読
み
解
く

和
歌
を
伝
え
る

堂
上

の
古
典
学
と
古
今
伝
受
﹄
︵
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
九
年
︶
に
翻
刻
と
解
説
が
あ
る

︵
初
出
︑
海
野
・
尾
崎
千
佳
﹁
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
中
院
文
庫
本
﹃
古
今
伝
受

日
記
﹄
解
題
・
翻
刻
一
～
三
﹂
︵﹃
上
方
文
芸
研
究
﹄
二
～
四
号
︑
二
〇
〇
五
年
五
月

～
二
〇
〇
七
年
五
月
︶
︒

⑤

大
谷
俊
太
・
大
山
和
哉
﹁
京
都
大
学
文
学
部
蔵
中
院
文
書
文
学
関
係
資
料
翻
刻

︵
上
︶﹂︵﹃
京
都
大
学
国
文
学
論
叢
﹄
四
一
号
︑
二
〇
一
九
年
四
月
︶
に
翻
刻
が
あ
る
︒

⑥

た
だ
し
︑
陽
明
文
庫
蔵
﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄
と
京
都
大
学
博
物
館
蔵
中
院
文
書

﹃
詠
歌
大
概
切
紙
﹄
に
は
︑
(
�

)
と
(
�

)
に
一
部
異
な
る
表
記
が
あ
る
︒
前
者
を

﹁
陽
﹂︑
後
者
を
﹁
京
﹂
と
し
て
以
下
に
相
違
点
を
示
す
︒
(
�

)︑
陽
﹁
こ
と
葉
の
艶

を
い
へ
る
は
﹂・
京
﹁
こ
と
葉
艶
に
と
い
へ
る
は
﹂︑
陽
﹁
う
た
は
必
﹂・
京
﹁
う
た

は
又
か
な
ら
す
﹂
︒
(
�

)
︑
陽
﹁
官
た
る
を
﹂
・
京
﹁
官
な
る
を
﹂︑
陽
﹁
詞
を
と
り

て
も
﹂・
京
﹁
心
を
と
り
て
も
﹂
︒

⑦

陽
明
文
庫
蔵
﹁
兼
寿
約
状
﹂︵
二
︱
三
︱
三
︱
一
︶
は
こ
の
時
に
兼
寿
が
基
凞
へ

提
出
し
た
誓
状
で
あ
る
︒
綿
抜
豊
昭
﹃
近
世
前
期
猪
苗
代
家
の
研
究
﹄︵
新
典
社
︑

一
九
九
八
年
︶
﹁
第
八
章

隣
松
軒
兼
寿
﹂
に
翻
刻
が
載
る
︵
二
二
五
頁
︶︒

⑧

前
掲
注
�

綿
抜
書
﹁
第
八
章

隣
松
軒
兼
寿
﹂
に
詳
し
い
︒

⑨

他
に
そ
の
時
の
誓
状
と
し
て
陽
明
文
庫
に
﹃
意
光
時
方
行
豊
誓
状
﹄︵
一
︱
四
︱

七
︱
一
～
三
︶
が
残
る
︒
意
光
の
誓
状
︵
一
︱
四
︱
七
︱
一
︶
の
文
面
は
次
の
通
り
︒

﹁
三
部
抄
御
伝
授
之
事
︑
／
畏
入
畢
︒
尤
於
此
儀
︑
不
／
可
有
聊
爾
段
︑
奉
任
和
歌

近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

二
六



／
両
神
者
也
︒
仍
誓
約
状
如
件
／
四
月

元
禄
十
一
年十

六
日

意
光
／
筑
波
守
殿
﹂︒
時
方
︑
行

豊
も
同
様
︒
筑
波
守
は
近
衞
家
諸
大
夫
進
藤
長
房
︒

⑩

﹃
三
部
抄
御
伝
授
前
後
別
記
﹄
元
禄
十
一
年
五
月
某
日
条
に
は
︑
百
人
一
首
の
口

伝
内
容
を
行
豊
ら
三
人
が
ま
と
め
て
草
稿
を
作
成
し
︑
基
凞
が
そ
の
内
容
に
つ
い
て

言
葉
を
加
え
た
後
︑
聞
書
が
清
書
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
る
︒
行
豊
筆
﹃
百
人
一
首
口

决
聞
書
﹄
が
陽
明
文
庫
に
伝
存
し
て
い
る
の
は
︑
こ
の
時
の
清
書
を
一
部
︑
行
豊
が

近
衞
家
に
納
め
た
た
め
か
︒

⑪

﹃
百
人
一
首
口
决
聞
書
﹄
の
三
部
抄
概
説
部
分
を
次
に
掲
げ
る
︒﹁
三
部
抄
ノ
義
ハ
︑

尤
定
家
ノ
作
意
此
道
ニ
於
テ
ハ
昔
ヨ
リ
ア
マ
タ
ノ
口
伝
相
続
シ
タ
ル
事
ナ
レ
ド
モ
︑

定
家
ノ
時
分
ニ
六
条
家
盛
ニ
成
タ
ル
事
聞
ヲ
ヨ
バ
レ
︑
後
世
末
々
ニ
ナ
リ
テ
ハ
此
通

凌
夷
セ
ン
ハ
ジ
メ
也
︑
然
バ
常
ノ
事
ダ
ニ
正
道
ハ
ス
タ
リ
邪
路
ハ
立
ヤ
ス
ク
ナ
ラ
ン

事
ヲ
思
テ
︑
集
メ
ヲ
カ
レ
タ
ル
事
也
︒
雨
中
吟
︑
未
来
記
題
号
ノ
如
ク
︑
蒙
々
ト
シ

タ
ル
躰
ヲ
雨
中
吟
ト
云
︒
扨
此
道
小
倉
ノ
色
紙
ノ
和
哥
︑
殊
ニ
定
家
ノ
心
入
ヲ
以
テ

ア
ツ
メ
ヲ
カ
レ
タ
ル
也
︒
一
生
ノ
間
秘
置
︑
為
家
ニ
漸
ク
伝
ヘ
タ
ル
事
也
︒
サ
レ
ド

モ
サ
バ
カ
リ
秘
置
テ
ハ
道
ノ
タ
メ
ニ
ナ
ラ
ヌ
ユ
ヘ
東
ノ
家
素
暹
ト
云
者
ニ
ツ
タ
ヘ
今

ノ
世
ニ
モ
ツ
タ
ハ
ル
也
﹂︒
な
お
︑
こ
れ
が
後
西
院
か
ら
基
凞
へ
語
ら
れ
た
内
容
に

依
る
も
の
か
︑
基
凞
が
独
自
に
付
し
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒

⑫

た
だ
し
︑﹁
後
法
成
寺
殿
尚
通
公

へ
宗
祇
奉
授
所
之
切
紙
也
﹂
と
あ
る
点
は
注
意
を

要
す
る
︒
基
凞
の
述
べ
た
こ
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
︑
宗
祇
が
近
衞
尚
通
に
授
け
た

切
紙
の
内
容
を
基
凞
が
口
伝
と
し
て
伝
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
万
治
四

年
︵
一
六
六
一
︶
の
禁
裏
に
お
け
る
火
災
で
近
衞
家
の
古
今
伝
授
箱
は
焼
失
し
て
お

り
︑
基
凞
が
尚
通
以
来
近
衞
家
に
伝
来
し
た
百
人
一
首
に
関
わ
る
切
紙
の
内
容
を
把

握
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
︒
あ
る
い
は
︑
後
西
院
宸
筆
﹃
三
種
口
伝
﹄︵
及
び

﹃
百
人
一
首
秘
决
﹄︶
の
内
容
が
︑
そ
も
そ
も
宗
祇
授
・
尚
通
受
の
切
紙
の
内
容
か
ら

生
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
も
実
際
の
切
紙
が
見
出
せ

な
い
た
め
確
認
が
で
き
な
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
本
稿
で
は
︑﹃
三
種
口
伝
﹄
の
内
容

を
元
に
基
凞
が
口
伝
を
行
っ
た
も
の
と
見
て
論
じ
る
︒

⑬

一
般
的
に
三
部
抄
伝
授
で
は
百
人
一
首
の
切
紙
が
存
在
せ
ず
︑
陽
明
文
庫
に
も
百

人
一
首
切
紙
と
呼
ぶ
べ
き
物
が
伝
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
判
断
し
た
︒

⑭

頼
庸
の
誓
状
が
陽
明
文
庫
に
伝
わ
る
︵﹃
錦
小
路
頼
庸
誓
状
﹄
︑
一
︱
四
︱
一
︱

五
︶︒
文
面
は
次
の
通
り
︒
﹁
三
部
抄
御
切
紙
御
口
伝
／
等
之
事
︑
被
授
下
之
︑
畏
存

了
︒
／
雖
為
子
孫
︑
不
可
出
口
外
︑
殊
不
／
可
有
聊
爾
之
儀
︑
若
於
令
違
／
背
者
︑

／
日
本
神
祇
︑
別
而
和
歌
／
両
神
︑
聖
廟
之
御
罰
等
︑
忽
／
可
罷
蒙
頼
庸
身
上
者
也
︒

仍
／
誓
状
如
件
︒
／
享
保
二
年
三
月
廿
三
日
蔵
人
式
部
大
丞
頼
庸
／
日
向
守
殿
﹂
︒

た
だ
し
家
久
の
誓
状
は
管
見
に
入
ら
な
い
︒

⑮

﹁
中
院
通
茂
﹃
未
来
記
﹄﹃
雨
中
吟
﹄
講
釈
の
意
義
﹂︵﹃
和
歌
文
学
研
究
﹄
一
一
二

号
︑
二
〇
一
六
年
六
月
︶
︒

⑯

前
掲
注
�

論
文
に
翻
刻
が
あ
る
︒

⑰

横
井
金
男
﹃
古
今
伝
授
の
史
的
研
究
﹄︵
臨
川
書
店
︑
一
九
八
〇
年
︶﹁
第
九
章

古
今
伝
授
と
和
歌
諸
秘
伝
﹂
︑
五
〇
四
頁
︒

⑱

例
え
ば
後
水
尾
院
が
明
暦
三
年
と
寛
文
四
年
に
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た
古
今
伝
授
に
つ

い
て
言
え
ば
︑
明
暦
三
年
の
伝
授
で
は
古
今
集
の
全
歌
講
釈
が
行
わ
れ
た
が
︑
寛
文

四
年
の
伝
授
で
は
後
水
尾
院
が
既
に
老
体
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
古
今
集
各
巻
の

冒
頭
五
首
の
み
の
簡
略
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
︒

︻
注
記
︼

本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
︑
陽
明
文
庫
所
蔵
資
料
の
閲
覧
を
お
許
し
く
だ
さ
り
︑
資
料

に
関
す
る
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
陽
明
文
庫
長
名
和
修
先
生
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
︒
ま
た
本
稿
は
第
二
十
三
回
陽
明
文
庫
古
典
資
料
研
究
会
︵
二
〇
一
六
年
十
月
一

日
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
席
上
で
貴
重
な
ご
意
見
を
く
だ
さ

い
ま
し
た
諸
先
生
方
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

近
衞
基
凞
の
三
部
抄
伝
授

二
七


