
一

文
化
庁
が
新
し
く
収
蔵
し
た
手
鑑
は
、
全
二
帖
。
保
存
状
態
は
あ
ま
り
よ
く

な
い
が
、
総
数
二
九
二
葉(

大
判
の
懐
紙
、
書
状
な
ど
で
二
葉
に
分
割
さ
れ
て

い
る
も
の
が
一
四
葉
、
極
め
だ
け
で
断
簡
の
失
わ
れ
て
い
る
の
が
一
葉
あ
る
の

で
、
実
数
は
二
七
七
葉)

の
断
簡
が
押
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
伝
佐
理

筆
筋
切
、
伝
俊
頼
筆
巻
子
本
古
今
集
切
、
基
俊
筆
多
賀
切
、
伝
俊
成
筆
御
家
切
、

伝
寂
然
筆
村
雲
切
、
伝
定
家
筆
五
首
切(

二
葉)

、
民
部
卿
局
筆
秋
篠
切
、
伝

顕
昭
筆
建
仁
寺
切
、
伝
雅
有
筆
八
幡
切
、
伝
行
俊
筆
長
門
切
、
伏
見
院
筆
広
沢

切
、
伝
後
伏
見
院
筆
桂
切
な
ど
の
名
物
切
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
、
伝
公
任
筆
猿

丸
集
切
、
伝
寂
連
筆
田
歌
切
、
伝
為
氏
筆
俊
頼
髄
脳
切
、
伝
為
道
筆
和
漢
兼
作

集
切
な
ど
、
非
常
に
珍
し
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
文
書
や
書
状
な
ど
、
歴

史
関
係
の
史
料
も
多
く
、
そ
う
し
た
方
面
で
も
価
値
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
学
界
未
紹
介
。
大
阪
の
林
家
旧
蔵
と
い
う
こ
と
以
外
に
く
わ
し
い
伝
来

は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
と
も
か
く
内
容
的
に
は
極
め
て
興
味
の
あ
る
手
鑑
で

あ
る
。

そ
う
し
た
断
簡
類
の
中
に
、｢

後
奈
良
院｣

と
の
極
め
を
持
つ
二
葉
の
詠
草

が
あ
る
。【
図
版
1
】
と
【
図
版
2
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
手
鑑
に
貼
る
た
め

に
現
在
で
は
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
本
来
一
葉
の
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
一
応
読
み
を
示
す
と
、

【
図
版
1
】

照
于
東
方

／
い
つ
る
日
の
空
に
そ
し
る
き
な
へ
て
世
を

て
ら
し
は
し
む
る
か
た
を
そ
な
た
と

( 1 )

歌
会
と
歌
稿

―
新
資
料
後
奈
良
院
宸
筆
詠
草
を
中
心
に
―

T
he
D
rafts

of
W
ak
a
at
the
W
ak
a
M
eeting:

Focusing
on
the
D
rafts

W
ritten

by
Em
peror

G
O
N
ARA

久
保
木

哲

夫

K
U
B
O
K
I
Tetsuo

都留文科大学研究紀要 第70集 (2009年10月)
The Tsuru University Review, No.70 (October, 2009)

�����������



法
の
花
の
ひ
か
り
も
世
を
や
て
ら
す
ら
む

春
く
る
か
た
を
さ
し
て
わ
か
ね
と

汝
等
所
行
是
菩
薩
道

／
今
そ
しこ
の

る
も
と
の
身
に
し
て
さ
と
思
し
る

り
に
き

き
ゝ
し
は
ひ
と
つ
・御

法
の
む
し
ろ

な

り

と

も

歟

に

す
む
や
い
か
に
む
か
し
の
ま
ゝ
の
わ
し
の
山

か
は
ら
ぬ
月
の
影
を
と
ゝ
め
て

【
図
版
2
】

寿
命
無
数
劫

し
ら
す
そ
の
う
け
し
命
の
か
き
り
に
は

い
は
ほ
も
な
に
の
天
の
は
こ
ろ
も

／
な
に
か
そ
の
仏
の
道
に
か
き
り
あ
ら
ん

人か
り

の
た
め
と

身
な
か
ら
歟

て
う
け
し
命
も

生
れ
こ
し
す
か
た
は
あ
れ
と
仏
こ
そ

お
ひ
す
し
な
す
の
い
の
ち
成
け
れ

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
し
て
、【
図
版
1
】
の
冒
頭
下
方
に
、

さ
し
て
わ
か
ね
と
は
万
八
千
世
界
の
心
に
て
候
へ
き
歟

と
あ
り
、
末
尾
に
は
、

汝
等
は
舎
利
弗
縁
覚
の
二
乗
に
て
た
ゝ
我
の
み
の
故
に
菩
薩
は

き
ら
は
れ
候
を
法
花
の
時
に
又
言
を
替
て
菩
薩
の
行
な
り
と

述
ら
れ
候
意
な
と
に
て
候

と
あ
る
。
ま
た
【
図
版
2
】
の
末
尾
に
は
、

大
永
四
九
月
廿
五
日
要
文
哥
青
蓮
院
勧
進
也
有
子
細
者
慈
鎮
和
尚

三
百
年
忌
也

合
点
逍
遥
院

と
あ
る
。

後
奈
良
院
筆
と
さ
れ
る
詠
草
に
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
が
実
は
他
に

何
点
も
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館(

旧
高
松
宮)

蔵
の｢

後

奈
良
院
御
製
六
首
和
歌1｣

な
る
も
の
は
、
右
の
詠
草
と
非
常
に
よ
く
似
た
内
容

を
持
つ
。

【
図
版
3
】
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
ま
ず｢

低｣
｢

少｣
｢

閑｣

と
い
う
極
め
て

珍
し
い
題
が
示
さ
れ
、
そ
の
題
ご
と
に
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
二
首
ず
つ
配
さ
れ
て
お

り
、
う
ち
一
首
ず
つ
に
合
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
の
歌
に
は
、

か
し
け

ひ
と
む
ら
の

た
る
色
も
寒
け
し
木
枯
の
ふ
も
と
の
野
へ
の
霜
の
さ
ゝ
原

と
、
や
は
り
添
削
ら
し
い
あ
と
が
見
え
、
右
下
に
は
そ
の
添
削
に
関
す
る
注
記

か
と
思
わ
れ
る
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
。

初
五
文
字
に
は
か
し
け
た
る
歟
い
か
ゝ
と
存
し
候

む
ら

く
の
一
む
ら
の
な
と
や
う
の
御
詞

候
と
も
を
き
か
へ
ら
れ
て
可
然
候
哉
如
何

｢

か
し
け
た
る｣

と
い
う
語
は
、
生
気
が
な
く
な
る
、
し
お
れ
る
、
な
ど
の
意

で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
歌
語
と
し
て
は
耳
慣
れ
ず
、
落
ち
着
か
な
い
、
と
い
う

わ
け
で
あ
ろ
う
か
、｢

む
ら
む
ら
の｣

と
か｢

ひ
と
む
ら
の｣

と
か
に
置
き
換

え
た
ら
ど
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
料
紙
の
端
に
は
、
や
は
り
、

永
正
十
三
年
十
月
廿
五
日
御
月
次
短
尺
合
点
逍
遥
院

と
あ
り
、
こ
れ
が
永
正
十
三
年
十
月
廿
五
日
に
行
わ
れ
た
御
月
次
歌
会
の
短
冊

に
書
か
れ
た
も
の
で
、
合
点
は
逍
遥
院
、
す
な
わ
ち
三
条
西
実�

で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
添
削
も
も
ち
ろ
ん
実�
で
あ
ろ
う
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館『

貴

重
典
籍
叢
書』

に
お
い
て
、
小
川
剛
生
氏
が
、

実�
に｢

低｣
｢

少｣
｢

閑｣

の
三
題
に
つ
き
、
自
詠
二
首
ず
つ
を
示
し
て

選
択
さ
せ
、
さ
ら
に
評
語
を
も
付
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

( 2 )
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と
解
題
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
氏
は
、

こ
の
会
に
つ
い
て
は
徴
す
べ
き
記
録
に
乏
し
い
が
、
端
に
あ
る
通
り
、
父

天
皇
の
内
裏
月
次
歌
会
に
提
出
さ
れ
た
短
冊
の
歌
稿
で
あ
ろ
う
。
ユ
ニ
ー

ク
な
題
で
あ
る
が
、『

大
日
本
史
料』

永
正
十
三
年(

一
五
一
六)

正
月
十

九
日
の
条
に『

永
正
御
月
次
和
歌』

を
出
典
と
し
て
、｢

同
十
三
年
十
月
御

百
首｣
よ
り｢

高｣
｢

少｣
｢

聴｣
｢

清｣

の
四
題
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
他
に

実�
、
政
為
、
済
継
ら
が
出
詠
し
た
と
知
ら
れ
る
。
各
人
よ
り
提
出
さ
れ
た

短
冊
を
書
き
継
い
で
清
書
し
た
、
継
歌
百
首
会
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
井
上
宗
雄
氏『

中
世
歌
壇
史
の
研
究

室
町
後
期2』

に
よ
れ
ば
、
こ
の『

大
日
本
史
料』

に
見
え
る｢

永
正
御
月
次
和
歌｣

な
る
も

の
は
、｢

一
人
三
臣
和
歌｣

か
ら
の
引
用
で
、｢

一
人
三
臣
和
歌｣

と
は
、
後
柏

原
、
実�
、
為
広
、
政
為
ら
の
歌
を
月
次
歌
会
等
か
ら
抄
出
編
集
し
た
も
の
、

と
の
こ
と
で
あ
り
、｢

永
正
御
月
次
和
歌｣
の
す
べ
て
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
後
奈
良
院(

当
時
は
ま
だ
二
十
一
歳
で
、
知
仁
親
王
と
呼
ば
れ
て
い

た
時
代
で
あ
る)

の
詠
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
の
も
の
で
、
右
の
詠
草
と

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
は
残
念
な
が
ら
確
認
で
き
な
い
。

な
お
こ
の
詠
草
は
、
実
は『

宸
翰
英
華』

に
も
載
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
後

奈
良
院
の
筆
跡
で
は
な
く
、
父
帝
で
あ
る
後
柏
原
院
の
宸
筆
詠
草
と
す
る
。
筆

跡
の
鑑
定
は
私
に
は
む
ず
か
し
い
が
、
も
し
後
柏
原
院
の
詠
草
な
ら｢
一
人
三

臣
和
歌｣

に
歌
が
間
違
い
な
く
抄
出
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
し(

ま
っ
た
く
別
な

歌
が
四
首
抄
出
さ
れ
て
い
る)

、
お
そ
ら
く『

宸
翰
英
華』

に
お
け
る
誤
り
と

認
め
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
歴
代
の
天
皇
の
筆
跡
を
鑑
定
す
る
際
に
ま
ず
わ
れ

わ
れ
が
拠
り
所
と
す
る
の
は
、
と
り
あ
え
ず
は
こ
の『

宸
翰
英
華』

だ
が
、
実

は
誤
り
が
多
い
こ
と
を
、
太
田
晶
二
郎
氏
が
き
わ
め
て
率
直
に
、
具
体
的
な
例

を
挙
げ
な
が
ら

｢

鑑
定
難3｣

と
い
う
文
章
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

｢

後
柏
原
天
皇
宸
筆
般
若
心
経
御
奥
書
案｣

と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
三
条
西
実

�

の
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く｢

後
柏
原
天
皇
宸
筆
御
懐
紙｣

と
さ
れ
て
い
る
も

の
は
後
奈
良
院
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
各
種
資
料
を
駆
使
し
な
が
ら
氏
は
そ

の
こ
と
を
詳
し
く
論
証
し
、
高
名
な
編
者
達
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
の
だ
が
、

し
か
し
そ
の
太
田
氏
も
こ
の
詠
草
に
関
し
て
は
ひ
と
こ
と
も
触
れ
て
は
お
ら
れ

な
い
。
鑑
定
と
い
う
も
の
は
む
ず
か
し
い
も
の
で
あ
る
。

二

と
こ
ろ
で
後
奈
良
院
の
詠
草
と
さ
れ
る
も
の
に
は
、
た
と
え
ば
そ
の
ほ
か
に
、

【
図
版
4
】
【
図
版
5
】
【
図
版
6
】
な
ど
も
あ
る
。【
図
版
4
】
は

『

古
筆

手
鑑
大
成
あ
け
ぼ
の
上』

所
収
の
も
の
だ
が
、
合
点
の
施
さ
れ
て
い
る
、

待
わ
ふ
る
心
つ
く
し
は
色
香
に

こ
と
は
り
の

も
さ
き
て

色
香
に
い
つ
る
歟
こ
と
は
る
花
を
し
そ
思

の
歌
が
、『

私
家
集
大
成

中
世
Ⅴ』

所
収
の｢

後
奈
良
院
Ⅰ｣

(｢

後
奈
良
院

御
製｣

書
陵
部
蔵

五
〇
一
・
六
五
三)

に
、

待
花
同(

享
禄
三)

年
八
廿
五

378
待
わ
ふ
る
心
つ
く
し
は
こ
と
は
り
の
色
香
に
い
つ
る
花
を
し
そ
お
も
ふ

と
見
え
、『

公
宴
続
歌』

享
禄
三
年
八
月
廿
五
日
の
条(

二
〇
六
八
七
番)

に

も
同
じ
よ
う
に
見
え
る
。

ま
た『

日
本
書
蹟
大
鑑
第
10
巻』

に
載
る
【
図
版
5
】
で
は
、
カ
ギ
の
つ

い
て
い
る
合
点
と
カ
ギ
の
つ
い
て
い
な
い
合
点
と
が
あ
る
が
、
カ
ギ
の
つ
い
て

い
な
い
方
の
合
点
歌
、

引も
ろ

人
の
野
へ
の
か
す
み
に
う
ち
む
れ
て

た

な

ひ

か

れ

歟

は
つ
ね
の
小
松
春
に
あ
ふ
覧

と
、

す
ゝ
し
さ
そ
こ
ゝ
に
待
と
の
こ
れ
歟

る
夕
立
は
過
ゆ
く
春
の
峯
も
は
る
か
に

( 3 )
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の
歌
と
が
、
同
じ
く｢

後
奈
良
院
Ⅰ｣

に
、

子
日
同(

享
禄
三)

年
四
廿
五

364
も
ろ
人
の
野
へ
の
霞
に
た
な
ひ
か
れ
は
つ
ね
の
小
松
春
に
あ
ふ
ら
ん

夕
立
同

365
す
ゝ
し
さ
そ
こ
ゝ
に
の
こ
れ
る
夕
立
は
過
行
雲
の
み
ね
も
は
る
か
に

湖
月
同

366
心
あ
り
て
漕
か
へ
る
ら
し
夕
波
に
月
も
に
ほ
て
る
沖
の
釣
舟

と
見
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
三
首
目
の｢

心
あ
り
て｣

の
歌
は
図
版
に
掲
げ
た

詠
草
に
は
見
え
な
い
が
、｢
湖
月｣

と
い
う
題
と
、
カ
ギ
つ
き
合
点
の
施
さ
れ

て
い
る
歌
一
首
は
残
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
よ
う
に
カ
ギ
の
な
い
合
点
歌
を
含
む

部
分
が
詠
草
の
つ
づ
き
と
し
て
存
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら

れ
よ
う
。『

公
宴
続
歌』

享
禄
三
年
四
月
廿
五
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に

｢

遇
恋｣

｢

懐
旧｣

題
の
歌
が
後
奈
良
院
詠
と
し
て
見
え
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
詠
草
の
あ
り
方
と
そ
の
結
果
と
で
あ
る
。
詠
草
で
傍

書
の
あ
る
歌
は
合
点(

あ
る
い
は
カ
ギ
の
な
い
合
点)
の
施
さ
れ
て
い
る
も
の

ば
か
り
で
、
そ
れ
が
家
集
や『

公
宴
続
歌』

に
転
載
さ
れ
た
時
に
は
す
べ
て
傍

書
の
と
お
り
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば｢

待
わ
ふ
る｣
の
歌
は
第
三
句
と
四

句
に｢

色
香

こ
と
は
り
の

に
も
さ
き
て

色
香
に
い
つ
る
歟

こ
と
は
る｣

と
あ
る
の
が
、
家
集
で
は
は
っ
き
り
と

｢

こ
と
は
り
の
色
香
に
い
つ
る｣

と
な
っ
て
い
る
し
、｢

引も
ろ

人
の｣
の
歌
は
初
句

以
外
に
第
三
句
も

｢

う
ち
む
れ
て

た

な

ひ

か

れ

歟｣

と
な
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
家
集
で
は

｢

も
ろ
人
の｣
｢

た
な
ひ
か
れ｣

に
改
め
ら
れ
て
い
る
。｢

す
ゝ
し
さ
そ｣
の
歌

も
同
じ
で
あ
る
。
第
二
句
の｢

こ
ゝ
に
待
と
の
こ
れ
歟

る｣

が
傍
書
ど
お
り
に｢

こ
ゝ
に

の
こ
れ
る｣

と
な
っ
て
い
る
。『

古
筆
手
鑑
大
成』

の
解
題(

担
当

橋
本
不

美
男
氏)

で
は
こ
れ
を｢

兼
題
歌
会
の
前
に
、
歌
稿
を
認
め
て
和
歌
宗
匠
に
添

削
を
求
め
た
詠
草
の
断
簡｣

と
し
、｢

添
削
者
は
晩
年
の
三
条
西
実�
か
と
思

わ
れ
る｣

と
さ
れ
、『

日
本
書
蹟
大
鑑』

の
解
題(

執
筆
担
当
者
不
明)

で
は

｢

自
作
の
歌
を
書
写
し
た
も
の
で
、
そ
の
草
稿
本
と
思
わ
れ
る｣

と
し
、｢

行
間

の
引
点(

批
点)

が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
天
皇
自
身
の
書
き
入
れ
で

は
な
く
、
父
帝
後
柏
原
天
皇
に
よ
る
添
削
の
跡
と
考
え
ら
れ
る｣

と
さ
れ
て
い

る
。
実�

か
後
柏
原
天
皇
か
と
い
う
点
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
に
し

て
も
こ
の
傍
書
を
添
削
と
考
え
る
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
そ
う
と
す
る
と
添

削
に
対
す
る
後
奈
良
院
の
態
度
は
非
常
に
忠
実
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と

が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

【
図
版
6
】
の
詠
草
は

『

宸
翰
英
華』

に
載
る
も
の
で
、
合
点
の
あ
り
方

こ
そ
カ
ギ
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
と
の
二
種
あ
る
が
、【
図
版
2
】
な
い
し

【
図
版
3
】
と
非
常
に
よ
く
似
た
内
容
を
持
つ
。
端
に
、

永
正
十
五
年
五
月
廿
五
日
御
月
次
合
点
逍
遥
院

と
あ
り
、
永
正
十
五
年
五
月
廿
五
日
の｢

御
月
次｣

歌
会
の
折
の
も
の
で
、
合

点
は
や
は
り｢

逍
遥
院｣

三
条
西
実�

で
あ
る
。
一
首
目
と
三
首
目
と
に
カ
ギ

の
な
い
合
点
が
あ
り
、
一
首
目
に
は
、

浦
五
月
雨

五
月
雨
は
う
ら
の
苫
屋
にも

浪
よ
せ
て

風

に

舟
の
う
ち
な
る
心
ち
こ
そ
す
れ

の

こ

し

て

歟

と
添
削
が
施
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
右
下
に
お
そ
ら
く
第
五
句
に
対
す
る
評
で
あ

ろ
う
、心

ち
こ
そ
す
れ
近
代
の
哥
に
不
庶
幾
之
様
に
申
候
歟

と
細
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
永
正
十
五
年
五
月
廿
五
日
の
月
次
歌
会
が
ど
う
い

う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
右
の
歌
は
他
の
文
献
の
ど
こ
に
も
見
い
だ
せ
ず
、
最

終
的
に
ど
の
よ
う
な
形
に
落
ち
着
い
た
の
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ま
で

の
例
か
ら
推
察
す
る
と
、
お
そ
ら
く
添
削
ど
お
り
に
、

五
月
雨
は
う
ら
の
苫
屋
も
浪
風
に
舟
の
う
ち
な
る
心
ち
の
こ
し
て

( 4 )

�����������



と
改
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

後
奈
良
院
の
歌
に
対
す
る
添
削
者
が
常
に
実�
で
あ
っ
た
と
は
断
言
で
き
な

い
が
、
多
く
の
場
合
そ
の
歌
稿
は
ま
ず
実�
に
見
て
も
ら
っ
た
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。【
図
版
5
】
の
添
削
も｢

父
帝
後
柏
原
天
皇
に
よ
る｣

も
の
で
は

な
く
、
や
は
り
実�
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
傍
書
の
あ
り
よ
う
を
見
る

と
、
た
と
え
ば

｢
色
香
に
い
つ
る
歟｣

｢

た
な
ひ
か
れ
歟｣

｢

の
こ
れ
る
歟｣

｢

の
こ
し
て
歟｣
と｢
歟｣

の
用
い
ら
れ
方
が
目
立
つ
。
後
奈
良
院
と
実�
と

で
は
四
十
一
歳
も
の
年
齢
差
が
あ
り
、
右
の
例
は
い
ず
れ
も
後
奈
良
院
が
二
・

三
十
歳
代
、
実�
が
六
・
七
十
歳
代
の
折
の
も
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
断
定
的

に
手
を
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
な
に
が
し
か
の
遠
慮
、
と
い
う
か
、
最
終
的
な

判
断
は
ご
自
身
で
ど
う
ぞ
、
と
い
う
配
慮
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
と
見
て
よ

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

と
こ
ろ
で
新
出
の
詠
草
に
見
え
る

｢

大
永
四
九
月
廿
五
日
要
文
哥｣

と
は

い
か
な
る
も
の
か
。
そ
こ
に
は

｢

青
蓮
院
勧
進
也｣
と
あ
り
、｢

慈
鎮
和
尚

三
百
年
忌
也｣

と
も
あ
る
。
や
は
り
井
上
氏
の

『

中
世
歌
壇
史
の
研
究

室

町
後
期4』

に
、

大
永
四
年
九
月
、
慈
鎮
の
三
百
年
忌
を
来
年
に
控
え
て
人
々
に
法
華
経
和

歌(

各
品
の
中
か
ら
語
句
を
選
ん
で
百
題
と
し
た
も
の)

を
勧
進
し
た(

高
松
宮
・

書
陵
部｢

類
聚
和
歌｣

所
収
。
釈
教
歌
詠
全
集
4
・
国文

東
方
仏
教
叢
書
歌頌

に
翻
刻
が
あ

る)

。
作
者
は
御
製
四
首
、
邦
高
・
貞
敦
・
尊
鎮
・
覚
胤
・
彦
胤
・
慈
運
・

為
広
・
公
条
・
雅
綱
ら
三
首
、
為
和
ら
二
首
、
為
豊
・
済
継
・
泰
昭
・
経

厚
ら
一
首
、
作
者
は
五
十
八
名
に
上
っ
た
。
為
和
集
に
そ
の
二
首
が
掲
げ

ら
れ
、
後
に｢

右
慈
鎮
和
尚
之
来
年
之
九
月
廿
五
日
三
百
年
忌
也
、
然
間

青
門
御
勧
也｣

と
あ
り
、
門
跡
と
し
て
の
尊
鎮
が
主
催
者
で
あ
っ
た
事
を

確
か
め
う
る

(

当
年
の
大
永
五
年
に
は
記
事
が
な
い)

。
而
し
て
そ
の
顔
触
は

天
皇
・
皇
族
、
大
納
言
以
下
の
公
家
歌
人
、
諸
宗
の
門
跡
、
天
台
関
係
の

僧
、
青
蓮
院
の
坊
官
、
そ
の
稚
児
と
思
し
き
人
々
で
、
摂
家
・
大
臣
が
い

な
い
。
実
隆
記
大
永
四
年
九
月
十
四
日
の
条
に｢

青
門
勧
進
哥
各
座
次
違

乱
、
予
献
状
於
右
府

(

近
衛
稙
家)

申
事
之
子
細
、
只
無
別
儀
被
返
申
之

由
陳
答
、
比
興
事
也
、
入
道
相
国(

実
淳)

・
前
関
白(

尚
通)

等
座
次
事

彼
是
紛
紜
、
所
詮
如
此
之
人
数
可
被
略
之
、
仍
題
共
被
召
返
云
々｣

と
あ

る
の
は
、
恐
ら
く
上
述
の
三
百
年
忌
尊
鎮
勧
進
歌
に
関
し
て
で
あ
ろ
う
。

多
分
、
親
王
と
准
后(

尚
通)

の
位
次
の
問
題
、
ま
た
近
衛
・
徳
大
寺
の

諍
い
実�

記
三
年
五

月
廿
日
参
照

な
ど
に
よ
る
混
乱
を
避
け
て
摂
家
・
大
臣
が
辞
退
し
、
そ

れ
ら
の
題
を
配
り
直
し
た
と
い
う
事
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
そ
れ
は
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
主
催

者
で
あ
る
青
蓮
院
尊
鎮
は
、
後
柏
原
院
の
子
、
後
奈
良
院
の
弟
で
あ
る
。
慈
鎮

和
尚
の
三
百
年
忌
に
あ
た
り
、
要
文(

経
文
中
の
大
切
な
句)

を
題
と
し
た
歌

会
を
催
し
た
。
そ
の
題
が
た
と
え
ば｢

照
于
東
方｣

｢

汝
等
所
行
是
菩
薩
道｣

｢

寿
命
無
数
劫｣

な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
法
華
経
の
中
に
出
て
く

る
語
句
で
あ
る
。
慈
鎮
の｢

拾
玉
集｣

に
も
や
は
り｢

詠
百
首
和
歌｣

と
い
う

の
が
あ
り
、
前
書
き
に
、

…
…
故
妙
経
八
軸
之
中
二
十
八
品
之
内
取
百
句
為
百
題
、
其
詞
云

と
あ
っ
て
、
同
じ
く
如
是
我
聞

(

四
首)

、
照
于
東
方

(

一
首)

、
入
於
深
山

(
一
首)

、
悉
捨
王
位(

一
首)

、
其
後
当
作
仏
号
名
曰
弥
勒(

一
首)

、
我
見
燈

明
仏

(

一
首)

、
其
智
恵
門

(

一
首)

、
諸
法
実
相

(

一
首)

、
止
々
不
須
説

(

一
首)
、
五
千
人
等
即
従
座
起
礼
仏
而
退(

二
首)

出
現
於
世(

一
首)

…
…

( 5 )
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と
つ
づ
い
て
、
最
後
の
作
礼
而
去(

三
首)

に
至
る
ま
で
、
計
一
〇
二
題
、
一

四
五
首
の
歌
が
載
っ
て
い
る
。｢

二
十
八
品
之
内
取
百
句
為
百
題｣

と
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
一
〇
二
題
、
一
四
五
首
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
う
ち
傍
線
を

施
し
た｢
其
後
当
作
仏
号
名
曰
弥
勒｣

と｢

五
千
人
等
即
従
座
起
礼
仏
而
退｣

の
二
題
を
除
い
て
そ
っ
く
り
利
用
し
た
の
が
大
永
四
年
九
月
廿
五
日
の
慈
鎮
和

尚
三
百
年
忌｢
要
文
哥｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
た
ま
た
ま
文
明
七
年
八
月
十
二
日
の
実
隆
公
記
に
、

慈
鎮
和
尚
経
文
之
和
歌
依
勅
定
書
写
之
、
於
御
前
有
盃
酌

と
見
え
、
実
隆
が
後
土
御
門
天
皇
の
命
に
よ
っ
て｢

慈
鎮
和
尚
経
文
之
和
歌｣

を
書
写
し
て
い
る
事
実
が
知
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
右
の｢

詠
百
首
和
歌｣

を

さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
で
は｢
拾
玉
集｣

の
中
に
の
み
存
す
る
も
の
だ
が
、

当
時
は
そ
れ
だ
け
で
独
立
、
流
布
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
歌
人
達
に
も
尊

重
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
う
し
た
経
緯
が
三
百
年
忌
と

も
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

大
永
四
年
の
慈
鎮
和
尚
三
百
年
忌｢

要
文
哥｣
に
は
、
本
文
と
し
て
、
井
上

氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
お
り
、

高
松
宮(

現
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館)

蔵｢

経
文
百
首｣

宮
内
庁
書
陵
部
蔵｢

類
従
和
歌｣

(

一
五
四
・
一)

所
収｢
要
文
百
首｣

な
ど
の
写
本
と
、

『

釈
教
歌
詠
全
集
四』

慈
鎮
和
尚
三
百
年
遠
忌
詠
法
華
経
和
歌

『

国
文
東
方
仏
教
叢
書
第
一
輯
第
八
巻』

法
華
経
和
歌
百
首

な
ど
の
活
字
本
と
が
あ
る
。
後
者
の
底
本
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
活
字
本
に
は

も
う
一
種
、

『

大
日
本
佛
教
全
書

第
六
十
六(

旧
版
一
二
八)

巻

華
頂
要
略
門
主

傳』

所
収
本

も
あ
り
、
こ
れ
ら
五
者
を
比
較
す
る
と
歌
の
配
列
に
異
同
が
あ
っ
て
、｢

無
有

魔
事｣

題
で
は
、

月
に
雲
花
に
嵐
の
世
の
中
を
お
も
ひ
と
る
に
は
散
ら
す
く
も
ら
す

と
す
る
本
文
と
、

こ
と
を
さ
ふ
る
物
こ
そ
な
け
れ
さ
て
も
ゝ
し
あ
る
は
さ
な
か
ら
法
の
里
人

と
す
る
本
文
と
が
あ
る
。
た
っ
た
一
〇
〇
首
な
の
に
一
様
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
後
奈
良
院
詠
は
三
首
、
や
は
り
い
ず
れ
も
傍
書
ど
お
り
に
本
文
が
改
め

ら
れ
、
収
め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
に
成
書
化
さ
れ
た
本
文
と
は
別
に
、
慈
鎮
和
尚
三
百
年

忌
当
日
の
短
冊
そ
の
も
の
が
実
は
伝
存
し
て
い
た
。
別
府
節
子
氏
に
よ
り
紹
介

さ
れ
た｢

慈
鎮
和
尚
三
百
年
忌
、
五
百
年
忌
、
五
百
五
十
年
忌
、
六
百
年
忌
和

歌
短
冊
帖5｣

が
そ
れ
で
、
冒
頭
部
分
三
葉
を
再
録
す
る
と
【
図
版
7
】
の
よ
う

に
な
る
。
冒
頭
の｢

如
是
我
聞｣

詠
は
無
署
名
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
後
柏
原
院
の

も
の
で
、
二
首
目
の｢

照
于
東
方｣

題
が
知
仁
親
王
、
す
な
わ
ち
後
奈
良
院
の

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。【
図
版
8
】
【
図
版
9
】
に
は
残
り
の
知
仁
親
王

詠
を
掲
げ
た
が
、
い
ず
れ
も
次
に
示
し
た
よ
う
に
傍
書
ど
お
り
の
本
文
に
な
っ

て
い
る
。

【
図
版
8
】

汝
等
所
行

い
ま
そ
こ
の
も
と
の
身
に
し
て
思
し
る

是
菩
薩
道

き
ゝ
し
は
ひ
と
つ
御
法
な
り
と
も
知
仁

【
図
版
9
】

寿
命
無

な
に
か
そ
の
仏
の
道
に
か
き
り
あ
ら
む

数
劫

か
り
の
身
な
か
ら
う
け
し
命
も
知
仁

な
お
問
題
の｢

無
有
魔
事｣

題
の
歌
は
、
短
冊
で
は
や
は
り｢

こ
と
を
さ
ふ

る
…
…｣

で
あ
り
、
通
常
の
本
文
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
別
府
氏

は
、
華
頂
要
略
本
に
施
さ
れ
て
い
る
注
記
、

此
御
製
短
冊
紛
失
歟
。
後
水
尾
院
宸
翰
御
歌
者
。
吉
水
和
尚
拾
玉
集
之
内

( 6 )

�����������



後
日
被
補
之
歟
。
こ
と
を
さ
ふ
る
物
こ
そ
な
け
れ
さ
て
も
ゝ
し
あ
る
は
さ

な
か
ら
法
の
里
人｣

を
引
用
し
な
が
ら
、
後
柏
原
院
の
御
製
で
あ
る｢

無
有
魔
事｣

題
の
和
歌
短
冊

が
紛
失
し
た
た
め
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
後
水
尾
院
が
吉
水
和
尚(

慈
鎮)

の

｢

拾
玉
集｣
か
ら
同
じ
題
の｢

こ
と
を
さ
ふ
る｣

と
い
う
歌
を
選
ん
で
染
筆
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
別
府
氏
は
、
こ
の
短
冊
帖
の

順
番
は
必
ず
し
も
法
華
経
の
本
文
ど
お
り
で
は
な
く
、
そ
の
短
冊
帖
の
順
番
に

従
っ
て
い
る
華
頂
要
略
本
は
直
接
こ
の
短
冊
か
ら
書
き
抜
か
れ
た
も
の
で
、
高

松
宮
本
や
書
陵
部
蔵｢
類
従
和
歌｣

本
は
百
首
催
行
時
に
控
え
と
し
て
取
ら
れ

た
い
わ
ば
証
本
か
ら
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
も
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら

く
そ
の
と
お
り
で
、
基
本
的
に
は
私
も
そ
の
よ
う
に
考
え
る
が
、
た
だ
高
松
宮

本
は
短
冊
帖
と
実
は
配
列
が
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、｢

無
有
魔
事｣

題
の
歌

も
や
は
り｢

こ
と
を
さ
ふ
る
…
…｣

な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
高
松
宮
本
も
ま
た

短
冊
帖
か
ら
書
写
さ
れ
た
本
文
の
系
列
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

点
は
訂
正
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

四

当
該
百
首
の
詠
ま
れ
た｢

慈
鎮
和
尚
三
百
年
忌｣

に
つ
い
て
は
、
井
上
氏
が

前
記
ご
論
の
中
で
、｢

大、
永、
四、
年、
九
月
、
慈
鎮
の
三
百
年
忌
を
来、
年、
に、
控、
え、
て、｣

と
言
い
、｢

当、
年、
の、
大、
永、
五、
年、
に
は
記
事
が
な
い｣

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、

す
で
に
別
府
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
大
永
五
年
と
す
る
の
は
誤
り
で

あ
る
。
同
じ
折
に
詠
ま
れ
た
冷
泉
為
和
の
詠
が｢

為
和
集｣

(

一
〇
八
二
〜
一

〇
八
三)

に
見
え
、
そ
こ
に
は
、

同(

大
永
四
年
九
月)

廿
五
日
、
青
蓮
院
門
跡
よ
り
父
母
所
生
眼

み
る
か
う
ち
に
心
の
や
み
も
雲
は
れ
て
さ
は
る
か
た
な
き
月
の
行
末

常
自
寂
滅
相

夢
の
よ
の
あ
る
か
な
き
か
の
迷
ひ
を
は
さ
め
て
の
後
の
心
に
そ
し
る

右
慈
鎮
和
尚
之
来
年
之
九
月
廿
五
日
三
百
年
忌
也
、
然
間
青
門

御
勧
也

と
あ
っ
て
、｢

来、
年、
之、
九、
月、
廿、
五、
日、
三
百
年
忌
也｣

と
記
す
の
を
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
は
問
題
と
し
て
残
る
が
、｢

三
〇
〇
年
忌
は
、
三
〇
〇
年
目
で
は
な

い
の
で
大
永
四
年
と
し
て
よ
く
、
他
の
年
忌
続
歌
も
す
べ
て
そ
の
よ
う
に
催
さ

れ
て
い
る｣

と
別
府
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
新
出
の
後
奈
良
院
詠
草
末
尾
に

も

｢

大
永
四
九
月
廿
五
日
要
文
哥
青
蓮
院
勧
進
也
有
子
細
者
慈
鎮
和
尚

三
百
年
忌
也

合
点
逍
遥
院｣

と
あ
り
、

大
永
四
年
九
月
廿
五
日
が
慈
鎮
の
三
百
年
忌
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

あ
ろ
う
。

一
般
に
、
短
冊
や
懐
紙
に
記
さ
れ
た
詠
草
類
は
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
折
に
詠

ま
れ
た
の
か
、
ど
う
い
う
形
で
披
講
さ
れ
た
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が

多
い
。
歌
そ
の
も
の
が
他
の
文
献
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
し
、

た
と
え
確
認
で
き
た
と
し
て
も
家
集
本
文
に
見
え
る
だ
け
だ
っ
た
り
し
て
、
歌

会
そ
の
も
の
の
本
文
と
は
な
か
な
か
結
び
つ
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
詠
草
の

場
合
は
、
慈
鎮
和
尚
三
百
年
忌
の
折
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
上
、

｢

経
文
百
首｣

と
か｢

要
文
百
首｣

と
か
の
名
称
で
本
文
そ
の
も
の
が
残
っ
て

い
る
ば
か
り
で
な
く
、
歌
会
当
日
の
短
冊
ま
で
が
現
存
し
て
い
る
と
い
う
、
ま

こ
と
に
稀
有
な
例
で
あ
り
、
僥
倖
に
も
恵
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

す
で
に
応
仁
の
乱
が
終
息
し
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
時
代
は
、
い
わ
ゆ
る

戦
国
時
代
の
入
口
に
当
た
っ
て
い
た
。
世
の
乱
れ
は
つ
づ
き
、
皇
室
の
力
は
衰

え
、
経
済
も
疲
弊
し
き
っ
て
い
た
。
父
の
後
柏
原
院
は
二
十
一
年
、
後
奈
良
院

は
十
年
、
践
祚
か
ら
実
際
に
即
位
式
を
挙
げ
る
ま
で
、
長
い
時
間
を
要
し
、
待

( 7 )
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た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
間
も
、
月
次
歌
会
を
は
じ
め
、

各
種
歌
会
は
間
断
な
く
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
国
語
学
の
資
料
と
し
て
有
名
な

｢
母
に
は
二
度
あ
ひ
た
れ
ど
も
、
父
に
は
一
度
も
あ
は
ず

く
ち
び
る｣

と
い

う
な
ぞ
を
含
む｢

後
奈
良
院
御
撰
何
曾｣

の
撰
者
で
あ
り
、
仮
名
古
筆
の
分
野

で
名
高
い
高
野
切
の
筆
者
を
紀
貫
之
と
は
じ
め
て
伝
え
た
の
も
後
奈
良
院
で
あ

る(

巻
二
十
の
巻
末
奥
書
に｢

此
集
撰
者
之
筆
跡
之
由
古
来
所
称
云
々

尤
為
奇

珎
者
乎
一
覧
之
次
聊
記
之｣

と
あ
り
、
後
奈
良
院
の
花
押
が
あ
る)

。
い
ろ
い

ろ
と
幅
広
く
、
か
な
り
多
方
面
に
関
心
を
お
持
ち
の
方
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
中

で
も
和
歌
は
そ
の
中
心
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
時
代
が
時
代
だ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
逆
に
そ
う
し
た
文
化
活
動
に
身
を
入
れ
、
熱
心
だ
っ
た
面
も
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

と
も
か
く
混
乱
の
中
で
生
ま
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
荒
波
を
く
ぐ
り
抜
け
て
生
き

な
が
ら
え
得
た
資
料
で
あ
る
。
し
か
も
歌
会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
伝
え
る
、

直
接
的
で
、
第
一
級
の
資
料
で
あ
る
。
最
近
山
本
啓
介
氏
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ

た
続
歌
論6

に
よ
る
と
、
室
町
期
の
続
歌
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
定
義
で
き
る

と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
歌
会
の
場
合
、
そ
の
す
べ
て
に
合
致
す
る
。

①

短
冊
を
用
い
た
題
詠
で
あ
る
。

②

一
定
数
の
歌
題(

二
十
首
・
三
十
首
・
百
首
な
ど)
が
設
定
さ
れ
、
短

冊
一
枚
ご
と
に
一
題
が
記
さ
れ
、
そ
れ
を
参
加
者
に
割
り
当
て
て
詠
作
す

る
。

③

詠
歌
の
記
さ
れ
た
短
冊
は
、
予
め
設
定
さ
れ
た
題
の
配
列
に
従
っ
て
並

べ(

繋
げ)

ら
れ
る
。
披
講
や
寄
書
も
題
の
順
に
拠
っ
た
。

④

当
座
探
題
の
続
歌
と
兼
題
の
続
歌
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。
当
座
探
題
続

歌
が
一
般
に
多
く
行
わ
れ
た
が
、
法
楽
な
ど
の
際
に
は
兼
題
続
歌
で
行
わ

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

⑤

位
階
の
高
い
者
が
巻
頭(

及
び
巻
軸)

の
題
を
詠
む
と
す
る
作
法
が
あ
っ

た
。
兼
題
の
場
合
に
は
、
位
階
の
順
に
題
を
配
る
と
い
う
作
法
も
あ
っ
た
。

た
だ
し
④
に
つ
い
て
は
、
初
期
の
も
の
は
と
も
か
く
、
一
般
に
は
む
し
ろ
兼

題
続
歌
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
詠
草
の
場
合
も
も
ち
ろ
ん
兼
題

で
、
与
え
ら
れ
た｢

照
于
東
方｣

｢

汝
等
所
行
是
菩
薩
道｣

｢

寿
命
無
数
劫｣

の

三
題
に
対
し
、
後
奈
良
院
は
そ
れ
ぞ
れ
二
首
、
な
い
し
三
首
の
歌
を
試
作
し
、

師
事
し
て
い
た
実�

に
見
て
も
ら
っ
た
。
短
冊
に
書
い
て
提
出
す
る
前
の
草
稿

段
階
の
も
の
で
、
い
わ
ば
歌
稿
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
歌
稿
、
短
冊
、

成
書
と
、
歌
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
の
も
の
が
こ
う
し
て
す
べ
て
残
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
添
削
の
施
さ
れ
た
歌
稿
で
あ
る
。
天
皇
や
皇
族

の
歌
が
公
に
さ
れ
る
前
に
ど
の
よ
う
に
し
て
添
削
が
施
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
過
程
を
辿
っ
た
の
か
、
一
般
に
は
な
か
な
か
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
谷
知
子
氏
に
よ
る『

天
皇
た
ち
の
和
歌7』

は
、｢

古

事
記｣

の
時
代
か
ら
平
成
の
現
代
に
至
る
ま
で
、
国
家
、
制
度
、
自
然
、
民
衆
、

恋
な
ど
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
歴
代
の
天
皇
た
ち
が
歌
を
詠
ん
で
き
た
か
を
探

る
、
非
常
に
興
味
深
い
著
作
だ
が
、
当
然
な
が
ら
す
べ
て
は
公
に
さ
れ
た
歌
だ

け
を
も
と
に
扱
っ
て
い
る
。
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
手
が
加
え
ら
れ
て
い

る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
際

に
も
、
本
詠
草
は
ま
た
と
な
い
、
極
め
て
貴
重
な
資
料
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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注

1
『

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵

貴
重
典
籍
叢
書

文
学
篇

第
十
一
巻』

所
載

2

井
上
宗
雄

『

中
世
歌
壇
史
の
研
究

室
町
後
期』

明
治
書
院

昭
和
47

(

第
二
章

1
の
項)

3

太
田
晶
二
郎｢
鑑
定
難｣

日
本
歴
史

第
九
十
三
号

昭
和
31
・
3(

の

ち『

太
田
晶
二
郎
著
作
集

第
三
冊』

所
収)

4

注
2
に
同
じ(

第
三
章

7
の
項)

5

別
府
節
子｢『

慈
鎮
和
尚
三
百
年
忌
、
五
百
年
忌
、
五
百
五
十
年
忌
、
六

百
年
忌
和
歌
短
冊
帖』

に
つ
い
て｣

出
光
美
術
館
研
究
紀
要

八
号

平

成
14
・
12

6

山
本
啓
介｢『

続
歌』

と
は
何
か｣
和
歌
文
学
研
究

第
九
十
六
号
平
成

20
・
6

7

谷
知
子『

天
皇
た
ち
の
和
歌』

角
川
選
書

平
成
20
・
4
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【
図
版
1
】
三
二
・
三
×
三
八
・
〇

【
図
版
2
】
三
二
・
三
×
四
五
・
八
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【
図
版
3
】
『
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
蔵

貴
重
典
籍
叢
書
』

【
図
版
4
】
『
古
筆
手
鑑
大
成

あ
け
ぼ
の

上
』

【
図
版
5
】
『
日
本
書
蹟
大
鑑

第
10
巻
』
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【
図
版
6
】
『
宸
翰
英
華
』

【
図
版
7
】
『
慈
鎮
和
尚
三
百
年
忌
和
歌
短
冊
帖
』
冒
頭

【
図
版
8
】
『
慈
鎮
和
尚
三
百
年
忌
和
歌
短
冊
帖
』
知
仁
親
王

【
図
版
9
】
『
慈
鎮
和
尚
三
百
年
忌
和
歌
短
冊
帖
』
知
仁
親
王

（
右
三
点
、
注
5
よ
り
転
載
）
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