
嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て二

本

松

泰

子

は
じ
め
に

日
本
の
中
世
史
に
お
い
て
︑
応
仁
元
年
︵
一
四
六
七
︶
に
京
都
で
勃
発
し
た
応

仁
の
乱
は
戦
国
時
代
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
以

前
に
も
足
利
幕
府
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
︑
い
わ
ゆ
る
戦
国
時
代
を
誘
発
す
る
よ
う

な
戦
乱
は
日
本
各
地
で
発
生
し
て
い
た
︒
た
と
え
ば
︑
応
永
七
年
︵
一
四
〇
〇
︶

に
信
濃
国
で
起
き
た
大
塔
合
戦
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒
こ
の
合
戦
は
︑
幕
府
か

ら
信
濃
守
護
職
に
補
さ
れ
た
小
笠
原
長
秀
が
︑
村
上
氏
を
は
じ
め
と
す
る
信
濃
国

の
有
力
国
人
領
主
や
大
文
字
一
揆
と
武
力
衝
突
し
て
敗
北
し
た
争
い
で
あ
る
︒
こ

の
合
戦
の
翌
年
︑
敗
戦
後
に
京
都
に
逃
げ
帰
っ
た
長
秀
は
信
濃
守
護
職
を
解
か

れ
︑
信
濃
国
は
幕
府
の
直
轄
領
と
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
同
国
で
は
多
数
の
国
人

領
主
た
ち
が
発
生
し
︑
拮
抗
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

『大
塔
物
語
﹄
は
︑
こ
の
応
永
七
年
に
勃
発
し
た
大
塔
合
戦
の
顛
末
を
描
い
た

物
語
で
︑
い
わ
ゆ
る
後
期
軍
記
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
続
群
書
類
従
第
二

十
一
輯
下
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
早
く
か
ら
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て

き
た
︒
そ
の
続
群
書
類
従
所
収
本
の
底
本
で
あ
る
嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶
版
本

の
本
奥
書
と
跋
文
に
は
︑
同
書
が
成
立
し
た
状
況
と
出
版
さ
れ
た
経
緯
が
詳
し
く

説
明
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
は
︑
当
該
書
の
本
奥
書
を
以
下
に
挙
げ
る
︵
句
読
点
は

私
意
に
付
し
た
︒
以
下
同
じ
︶
︒

大
塔
物
語
了

文
正
元
年
丙
戌
應
鐘
上
旬
︑
諏
方
上
社
栗
林
五
日
市
庭
閑
室
而
寫
之
︒
文
字

可
多
誤
候
︒
後
見
憚
入
候
者
也
︒
堯
深
法
師
七
十
一
才
︑
吉
モ
惡
モ
後
代
之

形
見
也
︒
念
佛
一
返
所
望
也
︒

こ
れ
の
物
語
の
一
巻
は
︑
お
の
か
ぬ
り
こ
め
の
蠧
や
ら
は
ん
と
て
取
出
し
た

る
物
々
の
中
の
一
種
に
し
て
︑
か
つ
讀
て
︑
い
ま
た
を
は
ら
さ
り
し
こ
ろ
︑

成
澤
寛
經
と
ひ
來
て
︑
あ
る
か
た
ち
を
つ
は
ら
に
見
て
︑
い
ひ
け
ら
く
︑
こ

れ
此
事
あ
り
し
よ
り
七
十
年
は
か
り
の
ほ
と
に
う
つ
し
と
れ
る
に
て
そ
有
つ

ら
む
︒
は
た
後
人
の
さ
か
し
ら
せ
し
も
の
と
し
も
見
え
ね
は
︑
今
に
し
て
は

そ
の
は
つ
子
た
ち
︑
遠
つ
祖
の
こ
と
の
あ
と
考
む
た
つ
き
の
正
史
と
こ
そ
お

も
ほ
ゆ
れ
︒
故
︑
猶
讀
こ
な
し
な
む
も
の
を
と
︑
は
た
こ
に
を
さ
め
て
も
て

い
に
き
︒
か
く
て
此
ほ
と
︑
原
昌
言
に
あ
と
ら
へ
て
︑
文
字
の
さ
ま
違
へ
す

う
つ
し
取
し
め
︑
板
彫
人
ゑ
ら
せ
て
す
り
卷
と
な
せ
り
と
そ
︒
こ
れ
か
末
つ

か
た
に
一
言
を
と
︑
と
ひ
お
こ
せ
ぬ
︒
お
も
は
さ
り
き
︑
か
ゝ
る
お
も
ひ
よ

り
あ
ら
む
も
の
と
は
︒
よ
し
や
︑
さ
は
れ
い
な
み
い
ふ
へ
く
も
あ
ら
ね
は
︑

そ
の
よ
し
一
く
た
り
書
そ
へ
つ
︑

嘉
永
の
四
年
と
い
ふ
と
し
の
き
さ
ら
き
金
刺
の
信
古

(長
野
県
立
歴
史
館
所
蔵
﹃
大
塔
物
語

古
摹
本

嘉
永
四
刊
成
沢
寛
経
影
写
本
﹄︶(

)
1

右
掲
の
記
事
に
よ
る
と
︑
文
正
元
年
︵
一
四
六
六
︶
の
丙
戌
の
年
の
應
鐘
︵
陰

暦
十
月
︶
上
旬
に
諏
訪
上
社
の
栗
林
五
日
市
庭
の
閑
室
に
て
七
十
一
歳
に
な
る
堯

深
法
師
が
こ
の
本
を
写
し
た
と
い
う
︒
こ
の
﹁
栗
林
五
日
市
庭
﹂
と
は
︑
先
学
に

嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て

一

1



よ
る
と
︑
現
在
の
茅
野
市
ち
の
横
内
の
地
に
比
定
さ
れ(

)

︑﹁
諏
訪
上
社
栗
林
﹂
と

2

い
う
表
現
は
栗
林
郷
が
諏
訪
上
社
領
で
あ
っ
た
か
︑
も
し
く
は
上
社
の
摂
社
・
末

社
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
︑
と
推
測
さ
れ
て
い
る(

)

︒
な
お
︑﹁
閑

3

室
﹂
の
具
体
的
な
場
所
や
﹁
堯
深
法
師
﹂
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
本
奥
書
に
続
く
跋
文
は
︑
文
末
の
記
載
に
よ
る
と
嘉
永
四
年
二
月

に
諏
訪
下
社
武
居
祝
家
の
金
刺
信
古
が
記
し
た
も
の
と
さ
れ
る
︒
こ
の
跋
文
に
よ

る
と
︑
信
古
が
家
蔵
し
て
い
る
本
書
を
成
澤
寛
経
が
見
出
し
︑
原
昌
言
に
依
頼
し

て
出
版
す
る
に
至
っ
た
経
緯
が
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
見
え
る
成
澤
寛
経
と

は
上
田
城
下
原
町
の
呉
服
問
屋
︑
原
昌
言
は
上
田
藩
領
上
塩
尻
村
の
名
主
を
務
め

た
人
物
で
あ
る
︒
金
刺
信
古
と
合
わ
せ
て
い
ず
れ
も
平
田
国
学
の
門
人
と
い
う
つ

な
が
り
が
あ
る
︒

ま
た
︑
嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
は
序
文
も
掲
載
さ
れ
︑
そ
れ
を
執
筆

し
た
加
藤
維
藩
も
ま
た
上
田
藩
士
︵
儒
学
者
︶
で
あ
っ
た
︒
以
上
の
よ
う
な
嘉
永

四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
を
め
ぐ
る
人
物
た
ち
の
地
縁
を
考
え
る
と
︑
同
書
は
幕

末
に
お
い
て
信
濃
国
の
郷
土
史
的
な
書
物
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

よ
う
︒

現
代
に
お
い
て
も
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
は
文
学
作
品
で
は
あ
る
も
の
の
︑
一
次
的

な
記
録
に
よ
る
情
報
量
が
少
な
い
大
塔
合
戦
の
詳
細
な
経
緯
を
伝
え
る
こ
と
か

ら
︑
地
方
史
・
郷
土
史
の
分
野
で
歴
史
史
料
に
準
ず
る
扱
い
を
さ
れ
て
い
る(

)

︒
た

4

だ
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
確
定
な
部
分
が
多
く
︑

同
書
の
記
載
内
容
を
す
べ
て
史
実
と
し
て
扱
う
に
は
慎
重
を
期
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
上
述
し
た
よ
う
に
︑
嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
跋
文
に
よ
る

と
︑
同
書
は
文
正
元
年
に
諏
訪
上
社
の
栗
林
五
日
市
庭
の
閑
室
で
写
さ
れ
︑
さ
ら

に
は
そ
れ
が
幕
末
に
下
諏
訪
の
武
居
祝
の
家
に
伝
来
し
︑
上
田
藩
内
の
文
人
た
ち

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
と
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
嘉
永
四
年
版
本

﹃
大
塔
物
語
﹄
は
︑
伝
本
の
伝
来
や
そ
の
出
版
に
信
濃
国
の
地
縁
が
深
く
関
わ
っ

た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
〝
地
方
︵
信
濃
国
︶
ゆ
か
り

の
い
く
さ
物
語
〟
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
指
摘

で
き
よ
う
︒

佐
倉
由
泰
氏
は
そ
う
い
っ
た
視
点
を
含
む
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
特
徴
を
明
ら
か
に

す
る
べ
く
︑
本
文
の
精
査
を
進
め
た
成
果
を
提
示
し
て
い
る(

)

︒
す
な
わ
ち
︑
佐
倉

5

氏
に
よ
る
と
﹃
大
塔
物
語
﹄
は
﹁
由
緒
あ
る
詞
を
取
っ
て
付
け
て
生
か
せ
る
ほ
ど

に
水
準
を
高
め
て
い
た
﹂
室
町
期
の
真
名
を
め
ぐ
る
高
度
な
文
化
環
境
と
学
問
環

境
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
︑
地
方
の
軍
記
と
言
い
な
が
ら
地
方
色
が
な

い
の
は
こ
う
い
っ
た
﹁
真
名
表
現
が
知
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
﹂
を
促
す
役
割
を
持
っ

て
い
た
所
以
で
あ
る
と
言
う(

)

︒
6

本
稿
も
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
佐
倉
氏
の
研
究
成
果
に
導
か
れ
て
〝
室
町
期
の
文

化
︑
学
問
〟
に
支
え
ら
れ
て
成
立
し
た
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
本
文
の
特
徴
に
つ
い
て

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
の
前
半
部
に
お
い
て
小

笠
原
長
秀
が
善
光
寺
入
り
す
る
際
の
行
粧
の
様
子
を
記
し
た
部
分
に
注
目
す
る
︒

と
い
う
の
も
︑
こ
の
部
分
に
は
鷹
書
と
関
連
性
の
あ
る
本
文
が
確
認
で
き
︑
文
学

作
品
と
伝
書
の
本
文
が
交
錯
す
る
重
要
な
事
例
だ
か
ら
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
本
文
と
極
め
て
近
い
関
係
の
鷹
書
を
具
体
的
に

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
︑
佐
倉
氏
の
指
摘
す
る
〝
地
方
色
を
持
た
な
い
地
方
の
軍

記
〟
が
創
出
さ
れ
た
﹁
文
化
環
境
︑
学
問
環
境
﹂(

)

の
新
た
な
一
面
を
提
示
す
る
こ

7

と
に
な
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
考
察
結
果
は
︑
佐
倉
氏
に
よ
る
﹃
大
塔
物

語
﹄
の
研
究
成
果
の
上
に
薄
皮
一
枚
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
な
微
々
た
る
も
の
に
過
ぎ

な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
視
点
を
変
え
て
鷹
書
の
文
化
的
意
義
に
つ
い
て
着
目
す

る
な
ら
ば
︑
こ
う
い
っ
た
文
芸
作
品
と
の
関
わ
り
を
示
す
事
例
は
︑
鷹
書
の
有
す

る
書
物
文
化
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
し
て
有
用
で
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
の
本
文
と
鷹
書
と
の
関
係
性
を
分
析
し
︑

先
述
し
た
佐
倉
氏
の
研
究
成
果
に
さ
さ
や
か
な
補
足
を
加
え
る
一
方
で
︑
鷹
書
が 二

2



有
す
る
文
芸
的
な
具
体
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑

中
近
世
に
成
立
し
た
鷹
書
を
は
じ
め
と
す
る
伝
書
類
が
︑
同
時
代
の
作
品
に
見
え

る
文
芸
伝
承
の
言
説
を
産
み
出
す
営
為
を
支
え
た
実
相
に
つ
い
て
︑
そ
の
一
端
を

提
示
す
る
も
の
で
あ
る
︒

一

『

大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説

『大
塔
物
語
﹄
に
よ
る
と
︑
幕
府
か
ら
信
濃
国
の
守
護
職
を
安
堵
さ
れ
た
小
笠

原
長
秀
は
︑
応
永
七
年
七
月
に
京
都
を
出
立
し
て
信
州
佐
久
郡
に
到
着
し
た
︒
そ

の
地
で
ま
ず
は
信
濃
国
の
守
護
職
に
補
任
さ
れ
た
由
を
周
知
し
た
後
︑
善
光
寺
入

り
を
果
た
す
︒
物
語
で
は
︑
そ
の
時
の
多
彩
で
華
や
か
な
行
粧
の
様
子
を
詳
し
く

描
い
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
後
に
大
文
字
一
揆
の
人
々
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
小
笠
原

勢
が
大
塔
の
古
要
害
に
馳
せ
籠
っ
て
凄
惨
な
戦
い
を
強
い
ら
れ
て
ゆ
く
姿
と
対
照

的
で
あ
る
︒

先
述
し
た
よ
う
に
︑
本
稿
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
長
秀

の
行
粧
の
叙
述
か
ら
︑
鷹
書
と
関
連
性
の
あ
る
本
文
を
取
り
上
げ
る
︒
そ
の
本
文

に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
も
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑﹁
地
方
︵
信
濃
国
︶
の
軍
記
﹂

と
し
て
の
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
特
性
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
︑
嘉
永
四
年
版
本
﹃
大

塔
物
語
﹄
を
考
察
対
象
と
す
る
︒
ま
ず
は
同
本
に
描
か
れ
た
長
秀
の
善
光
寺
入
り

の
場
面
の
説
明
と
し
て
︑
佐
倉
氏
の
分
類
案
を
以
下
に
引
用
す
る(

)

︒
8

①

鎧
韓
櫃
︑
長
枝
等
百
合
計
り
︑
さ
ま
ざ
ま
な
毛
色
の
馬
五
十
疋
計
り
︑
さ
ま

ざ
ま
な
弓
矢
を
持
つ
者
百
人
︑
金
銀
の
蛭
巻
を
し
た
朱
柄
の
鑓
を
持
つ
者
百

人
︑
さ
ま
ざ
ま
な
筒
丸
を
着
て
白
柄
の
長
刀
を
持
つ
者
百
人
の
登
場

②

真
黒
鴾
毛
の
名
馬
の
登
場

③

中
間
童
子
五
六
十
人
︑
家
子
︑
若
党
三
十
余
人
︑
輿
に
乗
る
長
秀
︑
輿
を
舁

き
上
げ
る
力
者
七
八
人
と
下
部
十
余
人
の
登
場

④

｢洛
中
﹂
の
﹁
名
仁
﹂︑
頓
阿
弥
の
登
場

⑤

一
族
︑
外
様
の
人
々
二
百
余
騎
と
︑
中
間
︑
力
者
︑
小
童
の
登
場

⑥

白
生
の
名
鷹
の
登
場

⑦

見
物
の
人
々
等
の
登
場

⑧

善
光
寺
に
入
っ
た
長
秀
の
来
訪
者
へ
の
応
対

こ
の
う
ち
︑
本
節
で
取
り
上
げ
る
の
は
⑥
﹁
白
生
の
名
鷹
の
登
場
﹂
の
本
文
で

あ
る
︒
そ
も
そ
も
右
の
①
～
⑧
の
本
文
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
佐
倉
氏
が
嘉
永
四

年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
本
文
の
翻
刻
・
訓
読
・
現
代
語
訳
お
よ
び
﹁
︵
真
名
本

文
を
め
ぐ
る
︶
知
の
系
脈
を
探
る
﹂
こ
と
を
目
的
と
し
た
詳
細
な
注
釈
が
提
示
さ

れ
て
い
る(

)

︒
そ
の
う
ち
︑
⑥
の
本
文
に
つ
い
て
は
︑﹁
不
可
解
で
な
じ
み
の
な
い
﹂

9

内
容
と
し
て
︑
江
戸
中
・
後
期
の
国
学
者
で
あ
る
屋
代
弘
賢
が
編
纂
し
た
﹃
古
今

要
覧
稿

第
六
﹄﹁
人
事
部

放
鷹
一
﹂
に
引
用
さ
れ
る
﹁
基
房
聞
書
﹂
等
の
記
述

に
近
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
︑
そ
れ
以
上
の
注
釈
は
現
段
階
で
は
困
難

で
あ
る
と
す
る
︵﹃
基
房
聞
書
﹄
と
称
す
る
鷹
書
は
管
見
に
お
い
て
現
存
し
な

い
︶︒
本
稿
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
該
当
箇
所
を
改
め
て
読
解
す

る
た
め
︑
モ
チ
ー
フ
ご
と
に
番
号
を
付
し
た
本
文
を
以
下
に
挙
げ
る
︒

其
次
ニ

居
タ
ル
０
︐

鷹
ノ

相
好
ハ

者
極
メ
テ

白
生
シ
ラ
フ

ニ
シ
テ

１
︐

鷹
ノ

頭
ハ

淸
々
ト
シ
テ

似
二

秋
ノ

月
ニ
一
２
︐

眼
ハ

如
二

明
カ
ナ
ル

星
ノ
一
３
︐

頭
ラ

者
ニ
ハ

戴
キ
レ

盤
ヲ

４
︐

頸ク
ヒ
ニ
ハ

懸
ケ
二

持
經
ヲ
一

５
︐

覆ヒ

ノ

毛
ハ

家
門
刺
シ
レ

庇
ヲ

６
︐

靑
長
ク

７
︐

頤
ヲ
ト
カ
ヒ

薄
ク

８
︐

肩
ハ

蜿
々
ト
乄

而
海
中
ニ

如
二

二
ツ
ノ

岩
シ

指サ
シ

出
タ
ル
カ
一

岩
ノ
ニ
ハ

白
毫
ノ

月
明
ニ

而
三
四
之
毛
細
ク

威
光
ハ

如
シ
二

大
家
ノ
一
９
︐

背
ロ
ハ

似
タ
リ
二

石
難
山
之
流
ニ
一

︐
ノ

毛
ハ

疊
ミ
二
ヲ
一

︐

之
毛
ハ

如
ク
二

10

11

浪
之
カ
一

︐

重
錢
破
リ
レ

鈴
ヲ

︐
ノ

毛
ハ

通
シ
レ
ヲ

︐

亂
レ

鼻
ニ
ハ

立
レ

針
ヲ

︐

亂
レ

糸
ニ
ハ

12

13

14

15

亂
シ
二

練
糸
ヲ
一

︐

羽
前サ
キ
ヲ
ハ
二

亂
翠
之ノ

下
ニ
一

︐

翡
翠
ノ

毛
ハ

隱
シ
レ

爪
ヲ

︐

七
並
ノ

16

17

18

胡
籙
ノ

毛
ハ

厚
ク

重
テ

如
二

椿
ノ
ノ

毛
一

︐

股
ニ

長
キ

毛
無
ク

︐

短
ク
シ
テ

近
來
ノ

名
鷹

19

20

嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て

三

3



譽
ル
モ
レ

之
ヲ

猶
レ

不
ル
カ
レ

足

(長
野
県
立
歴
史
館
所
蔵
﹃
大
塔
物
語

古
摹
本

嘉
永
四
刊
成
沢
寛
経
影
写
本
﹄)

先
述
し
た
よ
う
に
右
の
場
面
は
︑
小
笠
原
長
秀
が
信
濃
一
国
を
治
め
る
べ
く
︑

善
光
寺
入
り
し
た
際
の
華
や
か
な
行
列
の
様
子
を
描
い
た
一
部
で
あ
る
︒
行
列
に

参
加
し
た
人
々
の
美
麗
な
姿
を
述
べ
た
あ
と
に
登
場
し
た
白
生
の
名
鷹
の
優
れ
た

良
相
を
列
挙
し
て
い
る
︒
そ
の
内
容
は
︑
鷹
の
部
位
の
名
所
に
つ
い
て
比
喩
を
用

い
て
賞
賛
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
︑
微
に
入
り
細
を
穿
っ
た
表
現
で
長
秀
の
愛
鷹

の
優
れ
た
様
相
を
叙
述
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
や
は
り
佐
倉
氏
の
言
う
よ

う
に
一
般
的
な
古
典
文
学
作
品
の
文
章
表
現
と
し
て
は
あ
ま
り
な
じ
み
が
な
い
も

の
と
言
え
よ
う
︒
こ
の
よ
う
な
右
掲
の
本
文
に
見
え
る
各
モ
チ
ー
フ
と
そ
の
概
要

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

０
︐
鷹
の
相
好
＝
白
生
︵
正
し
く
は
白
斑
︒
羽
に
白
い
斑
文
様
が
入
っ
て
い
る
︶
の
鷹

で
あ
る

１
︐
頭
＝
清
々
と
し
て
秋
の
月
に
似
て
い
る

２
︐
目
＝
明
星
︵
金
星
︶
の
よ
う
で
あ
る

３
︐
頭
＝
盤
を
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る

４
︐
首
＝
持
経
を
懸
け
て
い
る
よ
う
な
様
子
︵
持
経
毛
と
い
う
文
様
︶
で
あ
る

５
︐
目
覆
い
の
毛
︵
目
の
上
の
毛
︶
＝
家
の
門
の
庇
が
差
し
掛
か
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る

６
︐
觜
＝
根
元
の
青
い
と
こ
ろ
が
長
い
様
子
で
あ
る

７
︐
顎
＝
薄
い
様
子
で
あ
る

８
︐
肩
＝
蜿
々
と
し
て
︵
う
ね
う
ね
と
長
く
続
い
て
い
る
さ
ま
︶
海
中
に
二
つ
の
岩

が
差
し
出
て
い
る
よ
う
で
あ
り
︑
さ
ら
に
そ
の
岩
の
は
ざ
ま
に
白
毫
の
月
明

か
り
の
よ
う
な
三
四
の
毛
︵
未
詳
︶
が
細
い
様
子
で
︑
そ
の
威
光
は
大
家
の

よ
う
で
あ
る
︒

９
︐
背
＝
石
難
山
の
流
れ
︵
石
難
山
は
未
詳
で
あ
る
が
︑
鷹
の
背
中
を
山
川
の
流
れ
に

喩
え
る
言
説
は
鷹
書
に
散
見
す
る
︶
に
似
て
い
る

︐
呉
羽
取
︵
鳥
︶
の
毛
︵
鷹
の
肩
よ
り
少
し
下
に
あ
る
毛
︶
＝
伏
綾
︵
佐
倉
氏
に
よ

10

る
と
﹁
美
し
い
浮
線
綾
︵
浮
き
織
り
の
文
様
を
描
き
出
し
た
綾
︶
﹂(

)

の
模
様
を
た

10

た
ん
だ
様
子
で
あ
る

︐
狭
衣
の
毛
︵
鷹
の
尾
の
付
け
根
あ
た
り
の
毛
︶
＝
波
が
漂
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

11

る
︐
重
銭
羽
︵
鷹
の
背
中
の
真
中
に
あ
る
羽
︶
＝
鈴
が
割
れ
て
い
る
様
子
で
あ
る

12
︐
保
翔
の
毛
︵
鷹
の
太
も
も
の
付
け
根
あ
た
り
の
毛
︶
＝
韝
︵
鷹
を
腕
に
と
ま
ら
せ

13

る
と
き
に
用
い
る
革
製
の
手
袋
︶
を
貫
く
ほ
ど
の
様
子
で
あ
る

︐
乱
鼻
︵
鷹
の
鼻
の
穴
の
周
囲
に
あ
る
毛
︶
＝
針
を
立
て
た
よ
う
で
あ
る

14
︐
乱
糸
︵
鷹
匠
の
小
臂
の
折
れ
屈
ん
だ
と
こ
ろ
︵
臂
を
曲
げ
た
部
分
︶
に
当
た
る
鷹

15

の
毛
︒
縫
上
の
毛
と
も
い
う
︶(

)

＝
練
糸
︵
生
糸
を
精
練
し
た
も
の
︶
を
乱
し
た
よ

11

う
で
あ
る

︐
羽
先
＝
乱
翠
︵
鷹
の
尾
の
裏
に
あ
る
白
い
毛
︒
尾
す
げ
と
も
い
う
︒︶(

)

の
下
に
納

16

12

め
て
い
る

︐
翡
翠
毛
︵
鷹
の
尾
の
上
の
毛
︒
鷹
経
弁
疑
論
で
は
尾
す
げ
と
も
︒︶(

)

＝
爪
を
隠
し

17

13

て
い
る

︐
七
並
び
の
胡
籙
の
毛
︵
未
詳
︶
＝
厚
く
か
さ
な
っ
て
椿
の
葉
の
毛
︵
未
詳
︶

18

の
よ
う
で
あ
る

︐
股
＝
長
い
毛
は
無
い
様
子
で
あ
る

19
︐
脛
＝
短
い
様
子
で
あ
る

20
こ
の
よ
う
な
鷹
の
良
相
の
叙
述
は
︑
中
近
世
に
流
布
し
た
鷹
書
に
記
載
さ
れ
る

モ
チ
ー
フ
の
中
で
は
必
須
レ
ベ
ル
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
対
象
と
な
る
鷹 四

4



の
部
位
や
そ
れ
を
表
現
す
る
定
型
句
に
つ
い
て
は
テ
キ
ス
ト
ご
と
に
異
同
が
あ

る
︒
そ
の
た
め
︑
右
記
の
よ
う
な
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
叙
述
を
め
ぐ
る
文
化
的
位
相

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
に
は
︑
こ
う
い
っ
た
鷹
書
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
叙
述

に
つ
い
て
︑
テ
キ
ス
ト
間
の
系
譜
を
辿
り
な
が
ら
そ
の
特
徴
を
確
認
し
て
ゆ
く
必

要
が
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
︑
ま
ず
注
目
す
る
べ
き
は
﹃
新
修
鷹
経
﹄
と
称
す
る
三
巻
か
ら
な
る
鷹

書
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
叙
述
で
あ
る
︒
同
書
は
︑
二
条
良
基
の
著
と
さ
れ
る

﹃
嵯
峨
野
物
語
﹄
に
よ
る
と
﹁
又
嵯
峨
天
皇
こ
と
に
こ
の
ま
せ
給
け
る
と
て
弘
仁

二
年
に
新
修
鷹
経
を
鷹
所
へ
出
さ
る
﹂(

)

と
あ
り
︑
嵯
峨
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
弘

14

仁
二
年
︵
八
一
一
︶
に
主
鷹
司
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
︒
群
書
類
従
の
﹁
鷹

部
﹂
に
所
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
相
対
的
に
早
く
か
ら
そ
の
存
在
が
知
ら
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
﹃
嵯
峨
野
物
語
﹄
が
伝
え
る
﹃
新
修
鷹
経
﹄
成
立

事
情
の
真
偽
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
確
証
は
な
く
︑
江
戸
時
代
後
期
の
国
学
者
で

あ
る
伴
信
友
の
随
筆
の
﹃
比
古
婆
衣
﹄﹁
新
修
鷹
経
﹂(

)

に
も
﹁
新
修
鷹
経
は
︒
嵯

15

峨
天
皇
の
御
製
な
る
を
︒
い
ま
だ
其
由
を
記
せ
る
も
の
を
見
ず
﹂
と
記
さ
れ
て
い

る
通
り
で
あ
る
︒

そ
の
一
方
で
︑﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄(

)

卅
六
﹁
五
行
家
﹂
に
﹁
新
修
鷹
経
三
﹂

16

と
い
う
記
録
が
確
認
で
き
る
︒
同
書
は
︑
寛
平
三
年
︵
八
九
一
︶
頃
に
勅
命
を
受

け
た
藤
原
佐
世
が
勅
命
編
纂
し
た
日
本
最
古
と
さ
れ
る
漢
籍
の
目
録
で
あ
る
︒
た

だ
し
︑
記
載
さ
れ
て
い
る
書
物
の
中
に
は
国
書
も
混
入
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る(

)

こ
と
か
ら
︑
こ
こ
に
見
え
る
﹁
新
修
鷹
経
三
﹂
に
つ
い
て
︑
前
述
の

17

﹃
嵯
峨
野
物
語
﹄
や
﹃
比
古
婆
衣
﹄
が
主
張
す
る
嵯
峨
天
皇
ゆ
か
り
の
鷹
書
に
比

定
す
る
説
も
あ
る(

)

︒
こ
う
い
っ
た
先
学
の
説
の
正
誤
や
︑
あ
る
い
は
同
書
が
国
書

18

か
漢
籍
な
の
か
は
さ
て
お
き
︑﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄
に
見
え
る
記
事
に
よ
っ

て
︑
少
な
く
と
も
平
安
時
代
前
期
の
日
本
で
は
す
で
に
こ
の
﹃
新
修
鷹
経
﹄
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
現
存
す
る
日
本
の
鷹
書
の
ほ

と
ん
ど
は
中
世
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹃
新
修
鷹
経
﹄
は
︑
相
対
的
に

古
い
時
代
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
︑﹁
日
本
最
初
の
鷹
書
﹂(

)

と
見
な
さ
れ
る
こ
と
も

19

首
肯
さ
れ
る
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
鷹
書
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
デ
フ
ォ
ル
ト
的
な
本

文
を
確
認
す
る
に
は
︑
ま
ず
こ
の
﹃
新
修
鷹
経
﹄
を
参
照
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
﹃
新
修
鷹
経
﹄
は
︑
上
巻
に
お
い
て
良
相
を
は
じ
め
と
す
る

鷹
の
﹁
形
相
﹂
に
言
及
し
︑
中
巻
で
﹁
調
鷹
﹂
︵
鷹
の
飼
育
法
︶
︑
下
巻
で
﹁
療
治
﹂

︵
鷹
の
傷
病
の
治
療
法
︶
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑﹃
新
修

鷹
経
﹄
上
巻
の
目
録
は
以
下
の
通
り
︒

新
修
鷹
經
上
目
録

形
相

相
鷹
大
體
法
附
醜
鷹
三
段
ノ
鷹

蔓
菁
鷹
鳧
居
鷹

相
別
體
法
附
羅
鷹

巣

鷹

相
隼
鶻
法

良
鷹
傍
體
圖

同
對
體
圖

同
背
體
圖

同
軒
翥
體
圖

醜
鷹
體
圖

三
段
鷹
體
圖

蔓
菁
鷹
體
圖

鳧
居
鷹
體
圖

隼
鶻
體
圖

(刊
本
『群
書
類
従
三
五
六
』所
収
『新
修
鷹
経
』︑国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
︶(

)
20

こ
の
目
録
に
見
え
る
通
り
︑﹃
新
修
鷹
経
﹄
の
上
巻
に
は
︑
鷹
の
良
相
の
み
な

ら
ず
︑
醜
鷹
の
相
形
に
つ
い
て
も
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
良
鷹
傍
體
圖
﹂

以
下
の
八
項
目
は
鷹
の
部
位
に
つ
い
て
絵
図
を
伴
う
解
説
を
し
て
い
る
︒
そ
の
内

容
は
︑
か
な
り
詳
細
に
鷹
の
様
相
を
説
明
し
て
い
る
が
︑
前
掲
の
﹃
大
塔
物
語
﹄

に
見
え
る
０
︐
～

︐
の
モ
チ
ー
フ
に
類
似
す
る
叙
述
は
２
︐
の
鷹
の
﹁
目
﹂
に

20

つ
い
て
の
み
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑﹃
新
修
鷹
経
﹄
上
巻
﹁
相
別
體
法
附
羅
鷹

巣

鷹

﹂

嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て

五
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に
お
い
て
﹁
眼
光
清
利
如
二

明
星
一

﹂
と
い
う
叙
述
が
見
え
る
他
︑﹃
新
修
鷹
経
﹄

上
巻
﹁
良
鷹
傍
體
圖
﹂
に
付
せ
ら
れ
た
解
説
の
文
言
に
﹁
眼
光
欲
下

清
利
如
二

明

星ノ

一

靜ニ
乄

而
不
レ

轉セ

視
レ

物
如
上
レ

對
﹂
と
あ
り
︑
い
ず
れ
も
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
叙
述
と

近
似
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
以
外
の
言
説
で
は
両
書
に
お
い
て
類
似
す
る
部

分
は
確
認
で
き
な
い
︒﹃
新
修
鷹
経
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説
は
﹃
大
塔
物

語
﹄
の
そ
れ
と
は
別
系
統
の
異
伝
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
な
﹃
新
修
鷹
経
﹄
を
規
範
と
し
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
﹃
鷹
経
弁
疑

論
﹄
と
い
う
鷹
書
が
あ
る
︒
刊
本
の
﹃
続
群
書
類
従
五
百
四
十
一

上
・
中
・
下
﹄

に
所
収
さ
れ
て
い
る
他
︑
各
地
に
多
数
の
写
本
が
現
存
し
て
い
る
︒
そ
の
多
く
の

伝
本
で
は
︑
奥
書
に
文
亀
三
年
︵
一
五
〇
三
︶
の
年
紀
と
﹁
持
明
院
基
春
﹂
の
名

前
が
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
従
来
︑﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
を
室
町
時
代
に
能
書
で
著
名

な
持
明
院
基
春
の
著
作
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
が
︑
近
年
で
は
︑
基

春
の
著
作
と
す
る
説
に
つ
い
て
疑
問
視
す
る
指
摘
も
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え

ば
︑﹃
蒙
求
臂
鷹
往
来
﹄
と
い
う
往
来
形
式
の
鷹
書
の
十
二
月
復
の
条
に
は
︑
貸

借
さ
れ
た
鷹
書
類
の
ひ
と
つ
と
し
て
﹁
辨
疑
論
三
卷
頼
房
作

﹂(

)

と
見
え
る
︒
こ
の
よ

21

う
に
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
の
作
者
と
し
て
﹁
頼
房
﹂
と
い
う
人
物
を
比
定
す
る
情
報

が
近
年
︑
有
力
視
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵

﹃
鷹
之
書
﹄
︵
分
類
番
号
一
五
四
︱
三
六
八
︶
は
︑
そ
の
本
奥
書
に
﹁
元
亀
元
年
︵
一

五
七
〇
︶
六
月
日

徳
丸
志
摩
入
道

宗
養
在
判

﹂
と
見
え
る
鷹
書
で
あ
る
が
︑
同
書
の
序

文
に
よ
る
と
︑﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
の
作
者
を
松
田
頼
房
と
記
し
︑
そ
の
頼
房
の
鷹

術
を
但
馬
・
備
後
の
守
護
大
名
で
あ
る
山
名
誠
豊
が
相
伝
し
た
と
記
し
て
い
る(

)

︒
22

こ
の
﹁
松
田
頼
房
﹂
に
つ
い
て
は
︑
三
保
忠
夫
氏
に
よ
る
と
﹁﹃
蔭
凉
軒
日
録
﹄

文
明
一
八
年
︵
一
四
八
六
︶
六
月
八
日
の
条
︵
拝
賀
奉
行
︶
・
延
徳
二
年
八
月
晦
日

の
条
︵
奉
行
︶
に
見
え
る
﹃
松
田
左
衛
門
大
夫
﹄
か
︑
あ
る
い
は
︑
そ
の
子
か
︒

ま
た
﹃
丹
後
松
田
系
図
﹄︵
榎
原
雅
治
氏
﹁
新
出
﹃
丹
後
松
田
系
図
﹄
お
よ
び
松

田
氏
の
検
討
﹂︿﹃
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
﹄︑
第
四
号
︑
一
九
九
四
年

三
月
﹀
に
見
え
る
﹃
松
田
十
郎
左
衛
門
尉
頼
房
﹄
に
関
わ
り
あ
る
人
物
か
︒﹂(

)

と
23

推
測
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
内
閣
文
庫
所
蔵
﹃
鷹
之
書
﹄
に
つ
い
て
︑
山
本
一
氏
は
﹁
︵
同
書

の
︶
奥
書
に
あ
る
元
亀
元
年
を
書
物
と
し
て
の
成
立
下
限
﹂
と
し
︑﹁
お
そ
ら
く

そ
れ
に
近
接
す
る
時
期
に
︑
但
馬
国
山
名
氏
に
仕
え
た
鷹
の
家
で
あ
る
春
木
家
の

春
木
豊
重
と
い
う
人
物
の
知
識
を
︑
ま
と
め
た
も
の
﹂
と
推
測
し
て
い
る(

)

︒
24

ち
な
み
に
︑﹃
蒙
求
臂
鷹
往
来
﹄
は
︑
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
写
本(

)

に
見
え
る

25

奥
書
に
よ
る
と
︑
松
田
宗
岑
︵
明
応
三
年
︵
一
四
九
三
︶
～
永
禄
二
年
︵
一
五
五
九
︶︶

が
息
女
の
問
い
に
答
え
た
書
物
と
さ
れ
る
︒
こ
の
松
田
宗
岑
と
は
︑
幕
末
の
故
実

家
で
あ
る
栗
原
信
充
の
随
筆
で
あ
る
﹃
柳
菴
雑
筆
﹄
巻
第
二
に
よ
る
と
︑
朝
廷
の

内
膳
司
に
属
す
る
御
厨
子
所
に
仕
え
た
鷹
飼
の
下
毛
野
氏
の
弟
子
と
さ
れ
る
人
物

と
い
う
︒
こ
の
よ
う
な
松
田
宗
岑
を
史
実
上
の
人
物
に
比
定
す
る
に
は
さ
ら
な
る

検
討
が
必
要
で
あ
る
が(

)

︑
少
な
く
と
も
﹃
蒙
求
臂
鷹
往
来
﹄
は
︑
下
毛
野
氏
や
室

26

町
幕
府
奉
行
人
を
世
襲
し
た
諏
訪
貞
通
の
鷹
術
に
言
及
し
て
い
る
叙
述
が
見
え
る

こ
と
か
ら
︑
同
書
が
室
町
後
期
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
事
象
を
話
題
に
し
て
い
る
と
判

断
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
時
期
は
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
の
本
奥
書
に
見
え
る
文
亀

三
年
と
近
い
︒﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
の
著
者
が
不
確
定
で
あ
る
以
上
︑
文
亀
三
年
と

い
う
年
紀
を
含
む
同
書
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
も
慎
重
な
判
断
を
要
す
る
︒
し
か

し
な
が
ら
︑
現
存
す
る
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
の
写
本
の
多
く
に
文
亀
三
年
の
年
紀
が

見
え
る
こ
と
か
ら
︑
同
書
が
室
町
後
期
の
鷹
書
で
あ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
持
つ
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
︒

す
な
わ
ち
︑﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
と
﹃
蒙
求
臂
鷹
往
来
﹄
に
は
共
通
し
た
時
代
背

景
︵
＝
室
町
後
期
︶
の
認
識
が
あ
り
︑
そ
う
い
っ
た
近
し
い
関
係
性
︵
＝
共
通
す
る

時
代
性
︶
か
ら
﹃
蒙
求
臂
鷹
往
来
﹄
が
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
の
著
者
に
関
す
る
情
報

を
記
載
す
る
に
至
っ
た
と
稿
者
は
予
想
す
る
︒
少
な
く
と
も
︑
内
閣
文
庫
所
蔵

﹃
鷹
之
書
﹄
の
序
文
に
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
の
書
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
同
書
が 六

6



室
町
後
期
に
は
存
在
し
て
い
た
鷹
書
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
︒

一
方
︑
江
戸
時
代
前
・
中
期
の
有
職
故
実
家
で
あ
る
壷
井
義
知
が
書
写
し
た
と

さ
れ
る
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
﹃
鷹
経
辨
疑
論
﹄
︵
函
号
一
六
三
︱
一
二
一
四
︶
の
識

語
に
は
以
下
の
よ
う
な
文
言
が
見
え
る
︵
句
読
点
は
私
意
に
付
し
た
︒
以
下
同
じ
︶
︒

嵯
朝
廷
新
修
鷹
経ヲ

︑
是
相ス
ル

鷹
鶻ヲ

之
法
及
調
養
療
疾
之
良
肩
也
︒
而シ
テ

弘
仁
九
年

下
賜テ

之ヲ

於
主
鷹ノ

司
底ニ

令ム

掌
焉
︒
今
此ニ

鷹
経
辨
疑
論ハ

者
︑
和
解シ
テ

彼
鷹
経
之
難
塞ヲ

而
為
︑
問
答ト

辨
(解
カ
)

析シ
テ

其
疑
滞ヲ

且
加ヘ

載
ル
コ
ト

と
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
は
前
掲
の
﹃
新
修
鷹
経
﹄
を
解

釈
す
る
た
め
に
問
答
形
式
に
し
て
わ
か
り
や
す
く
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒

そ
も
そ
も
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
は
﹃
新
修
鷹
経
﹄
を
出
典
と
明
記
し
た
引
用
文
を

複
数
個
所
に
掲
載
し
て
い
る
︒﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
が
﹃
新
修
鷹
経
﹄
の
影
響
を
直

接
的
に
受
け
て
い
る
こ
と
は
断
言
で
き
る
︒
注
目
す
べ
き
は
︑
こ
の
よ
う
に
﹃
新

修
鷹
経
﹄
の
系
譜
を
引
く
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
に
お
い
て
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え

る
鷹
の
良
相
と
類
似
す
る
叙
述
が
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︒
該
当
部
分
は
二
か

所
あ
り
︑
そ
の
一
つ
目
は
冒
頭
に
見
え
る
序
文
で
︑
二
つ
目
は
そ
れ
に
続
く
鷹
の

良
相
の
図
説
の
文
言
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
ま
ず
は
以
下
に
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
の
序
文
の
本
文
を
挙
げ
︑﹃
大
塔
物

語
﹄
と
近
い
記
述
の
部
分
を
□
で
囲
い
︑
そ
れ
に
該
当
す
る
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
モ

チ
ー
フ
を
前
掲
の

︐
～

︐
の
番
号
で
示
す
︵
割
注
は
︹
︺
で
示
し
た
︒
以
下
同
じ
︶
︒

0

20

夫
鷹
者
瑤ヨ

ウ

光コ
ウ

星セ
イ

ノ
精
氣
セ
イ
キ

ナ
リ
︒
サ
レ
バ
衆
鳥

シ
ウ
チ
ヤ
ウ

ニ
異コ
ト

ナ
リ
五
常
ヲ
備
ヘ

タ
リ
︒

譬
タ
ト
ヘ

バ
春
鳩
ト
ナ
ル
ハ
是
仁ジ
ン

ナ
リ
︒
秋
戮リ
ク

ヲ
行
フ

ハ
義ギ

ナ
リ
︒
食
ス
ル
ニ
先

ヲ
ワ
ス
レ
ヌ
ル
ハ
敬ケ

イ

ナ
リ
︒
誅チ

ウ

ス
ル
ニ

強
ツ
ヨ
キ

ヲ
サ
ラ
ザ
ル
ハ
勇
ナ
リ
︒
遠
ク

物
ヲ
見
ル
事
ハ
智
ナ
リ
︒
蓋

ケ
タ
シ

聞
ク

︑
鷹
ヲ
放
チ

ソ
メ
シ
事
ハ
天
竺チ
ク

江
南
國
ノ

王
雪
山

セ
ツ
サ
ン

ノ

麓
フ
モ
ト

ニ
テ
放
始
タ
ル
ナ
リ
︒
十
一
月
三
日
申
ノ
時
ニ
︑
大
善
道
ト

云
野
ニ
出
給

タ
マ
ヒ

ケ
ル
ニ
︑

︐
文フ

ナ
ル
鷹
ノ
ヲ
得
タ
リ
︒
其
相
形
ニ

曰
︑

︐

0

2

眼
ハ
明
星
ノ
如
ク
︑

︐

頭
カ
シ
ラ

ハ
セ
イ
〳
〵
ト
シ
テ
秋
月
ニ
似
タ
リ
︒
觜
ハ

1

ク
レ
〳
〵
ト
シ
テ
鷲ワ
シ

ノ
山
ヲ
イ
タ
ゝ
イ
タ
ル
ニ
異
ナ
ラ
ス
︒

︐
肩カ
タ

ハ
ハ

8

ン
〳
〵
ト
シ
テ
海
中
ニ

二
石
サ
シ
出
タ
ル
カ
如
シ
︒
足
ハ
側
ヨ
リ
見
ル
ニ
呉ク

レ

竹
ノ
節
ヲ
並
タ
ル
カ
如
シ
︒

︐
背セ

ハ
山
ノ
流
タ
ル
ニ
似
タ
リ
︒
是
鷹
ノ

9

王
也
︒
長
瑞ス

イ

ト
云
者
︑
紅
梅
ノ

韝

タ
カ
タ
ヌ
キ

紅
ノ
巻

上
巻
也

上
ノ
糸
ニ
テ
鈴
着ツ

ケ

テ
田カ

リ

ニ
出

タ
リ
︒
又
摩
訶
陀
國

マ

カ

ダ

コ

ク

ニ
テ
盛
戒

セ
イ
カ
イ

大
聖セ
イ

世
尊
セ
ソ
ン

︑
衆
生

シ
ユ
ジ
ヤ
ウ

ノ
心
散
乱

サ
ン
ラ
ン

不
同
フ
ト
ウ

ナ
レ
ハ
︑

好
ム

ニ
應
シ
テ
當
リ

ニ
得
サ
シ
メ
ン
カ
タ
メ
ナ
リ
︒
此
道
ヲ

學
マ
ナ
バ

ン
人
ハ
︑

造
次

ゾ
ウ
シ

ニ
モ
諸
行
ハ
無
常

ム
ジ
ヤ
ウ

ナ
リ
︒
是
レ

生
滅
法

シ
ヤ
ウ
ハ
ツ
ホ
ウ

︑
煩
悩
菩
提

ハ
ン
ノ
ウ
ボ
ダ
イ

︑
生
死
即
涅
槃

シ
ヤ
ウ
シ
ソ
ク
ネ
ツ
ハ
ン

也
ト
觀カ

ン

ス
ル
ハ
︑
標
月

ヘ
ウ
ケ
ツ

ノ
指
邪

シ
ジ
ヤ

正
一
如ジ

ヨ

ナ
ル
時
節
ア
リ
︒

覚

セ
ツ

タ
カ
シ

葭
穫
歟

ゲ
ツ

タ

ル
峯ミ

ネ

ニ
至
テ
︑
鷹
ヲ
臂ビ

シ

ニ
シ
テ
風フ

度ト

起タ

ツ

鳥
ニ
抛ウ

ツ

時
ハ
︑
南
泉

ナ
ン
セ
ン

猫ネ
コ

ヲ
斬ウ

ツ

モ

コ
ゝ

ニ

ア

ラ

ズ

ヤ
︒
又

諏
方

ス

ワ

大

明

神

ハ

業
盡
有
情

ゴ
ウ
ジ
ン
ウ
ジ
ヤ
ウ

︑
雖
放
不
生

ス
イ
ハ
ウ
フ
ジ
ヤ
ウ

︑

故
宿
人
中

コ
シ
ク
ニ
ン
チ
ウ

︑
同
證
佛
果

ド
ウ
セ
ウ
ブ
ツ
カ

ノ
コ
ト
ハ
リ
ヲ
以
テ
鷹
ヲ
翫

玉

モ
テ
ア
ソ
ビ
タ
モ

フ
︒
仲
尼

チ
ウ
ジ

謂
イ
ヘ
ル

事

ア
リ
︒
釣ツ

リ

ス
レ
ド
モ
網ア
ミ

セ
ズ
︒
ヨ
ク
ス
レ
ト
モ
宿
鳥
ネ
ト
リ

ヲ
射イ

ス
︒
又
湯ヨ
ウ

王
ハ
三

方
ノ
網ア

ミ

ヲ
開
キ
シ
ゾ
カ
シ
︒
如
レ

此
ノ

理
コ
ト
ワ
リ

ヲ
シ
ル
ヲ
此
道
ノ
上
智チ

ト
モ

云
︒
サ
レ
バ
和
漢

ワ
カ
ン

鷹

術
ジ
ユ
ツ

ヲ
學マ

ナ
フ

人
多
シ
ト
云
ト
モ
︑
後
周

ゴ
シ
ウ

ノ
巍
収

ギ
シ
ウ

宿
其
名

ヲ
得
タ
リ
︒
吾
朝

ワ
ガ
テ
ウ

へ
ハ
神
代
ニ
モ
一
度
ワ
タ
ル
︒
人
皇
十
二
代
景ケ
イ

行
天
皇
ノ

御
宇
ニ
モ
ワ
タ
リ
シ
カ
レ
ト
モ

術
シ
ユ
ツ

ヲ
シ
ラ
ズ
シ
テ
鳥
ヲ
ト
ラ
ズ
︒
爰
ニ

十

七
代
仁
徳
天
皇
ノ

御
宇
始
テ
︹
世
ニ
去
十
六
年
ニ
摩
訶
陀
國

マ

カ

ダ

コ

ク

ヨ
リ
越
前
ノ

國

敦
賀

ホ
ウ
ガ

ノ

津ツ

ニ

著
チ
ヤ
ク
ス

其
ノ

名
ヲ

駿
シ
ユ
ン

王
鳥
ト
号
︒
鷹
飼

勾
陣

米
光
ト
モ
云
人
名
米
光

下
云
姿
ハ
僧
ノ

如
ク
ニ
テ
大
霰
ノ
紋
ノ
付
タ
ル
赤
キ
物
ヲ
著
テ
下
ニ
モ
黒
キ
指
貫
ヲ
著
タ

リ
︒
帽
子
ヲ
ス
時
ニ
公
卿
詮
議
有
テ
其
人
ヲ
選
ミ
︑
藏
人
政
頼
︑
勅
ヲ
奉
テ

彼
津
ニ
行
向
ト
︒
ア
ル
モ
ノ
ハ
不
相
應
歟
︺
鷹
術
ヲ
傳
シ
ヨ
リ
以
来
︑
代
々

ノ
聖
主
是
ヲ

賞
セ
ウ
シ

シ
タ
マ
ヒ
テ
︑
禁
野
キ
ン
ヤ

片
野
カ
タ
ノ

ノ
御
狩カ
リ

︑
宇
多
川
芹セ
リ

川
ノ
逍
遥

セ
ウ
ヨ
ウ

タ
ユ
ル
事
ナ
シ
︒
然
ヲ

今
鷹
改
廢ス
タ

リ
其
術
ヲ
亡
シ
テ
︑
異
端
イ
タ
ン

ノ
説セ
ツ

繁
多
ハ
ン
タ

也
︒
是

以テ

或ハ

問
ヲ
タ
テ
得
失
ヲ
記
シ
︑
掌
飼

シ
ヤ
ウ
シ

ノ
奥ヲ
ゝ

旨シ

ヲ
述ノ
ヘ

テ
鷹
経
辨
疑
論

ヲ
ウ
キ
ヤ
ウ
べ
ン
ギ
ロ
ン

ト
号
ス
︒

嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て

七
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(架
蔵
本
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄︶(

)
27

右
掲
の
叙
述
は
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
上
巻
の
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
た
序
文
で
あ
る
︒

そ
の
内
容
は
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
が
成
立
し
た
所
以
を
説
明
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
︒
す
な
わ
ち
︑
鷹
は
通
常
の
鳥
と
は
異
な
っ
て
五
常
︵
仁
・
義
・
敬
・
勇
・
智
︶

を
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
説
き
起
こ
し
︑
鷹
狩
り
の
由
来
譚
と
し
て
﹁
天
竺チ
ク

江
南

國
ノ
王
﹂
が
﹁
雪
山

セ
ツ
サ
ン

ノ

麓
フ
モ
ト

﹂
の
﹁
大
善
道
ト
云
野
﹂
で
﹁
白シ

ラ

文フ

ナ
ル
鷹
﹂
を

放
っ
た
逸
話
を
載
せ
る
︒
こ
の
鷹
が
逸
材
で
﹁
鷹
ノ
王
﹂
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ

る
が
︑
そ
の
良
相
を
表
す
言
説
に
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
鷹
の
良
相
と
類
似
す
る
モ

チ
ー
フ
が
五
か
所
確
認
で
き
る
︒
モ
チ
ー
フ
を
表
現
す
る
文
言
に
つ
い
て
は
両
書

に
お
い
て
語
句
レ
ベ
ル
で
の
異
同
が
若
干
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
モ
チ
ー
フ
内
容
そ

の
も
の
は
重
な
る
も
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
︑
そ
の
よ
う
な
良
相
を

備
え
た
国
王
の
鷹
に
つ
い
て
︑
小
笠
原
長
秀
が
携
え
た
鷹
と
同
じ
﹁
白シ

ラ

文フ

ナ
ル

鷹
﹂
と
い
う
種
類
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
類
型
句
で
そ
の
良

相
を
讃
え
ら
れ
る
名
鷹
は
︑
決
ま
っ
た
種
類
の
も
の
が
対
象
に
な
る
と
い
う
話
型

の
存
在
が
想
定
さ
れ
よ
う
︒

そ
し
て
︑
こ
う
い
っ
た
﹁
白シ

ラ

文フ

ナ
ル
鷹
﹂
の
良
相
に
続
い
て
︑
唐
突
に
﹁
長
瑞ス
イ

ト
云
者
﹂
が
登
場
し
︑
そ
の
装
束
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
部
分
の
叙

述
は
︑
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
文
脈
が
飛
躍
し
て
わ
か
り
に
く
い
内
容
に
な
っ
て
い
る

が
︑
そ
れ
は
鷹
に
処
方
し
た
薬
に
つ
い
て
の
説
話
を
無
作
為
に
抄
出
し
た
本
文
を

載
せ
て
い
る
た
め
で
あ
る
︵
後
述
︶
︒
こ
の
よ
う
な
鷹
の
薬
飼
説
話
の
抄
出
に
続

い
て
﹁
摩
訶
陀
國

マ

カ

ダ

コ

ク

ニ
テ
盛
戒

セ
イ
カ
イ

大
聖セ
イ

世
尊
セ
ソ
ン

﹂
が
衆
生
の
心
を
一
つ
に
す
る
た
め
に
鷹

狩
り
を
行
っ
た
こ
と
や
︑
鷹
道
を
学
ぶ
者
の
利
益
︑
諏
訪
の
勘
文
に
つ
い
て
述

べ
︑﹁
和
漢

ワ
カ
ン

鷹

術
ジ
ユ
ツ

ヲ
學マ
ナ
フ

人
﹂
と
し
て
﹁
後
周
ゴ
シ
ウ

ノ
巍
収
ギ
シ
ウ

﹂
な
る
人
物(

)

を
挙
げ
て
い

28

る
︒
次
い
で
景
行
天
皇
の
時
代
と
仁
徳
天
皇
の
時
代
の
二
回
に
渡
っ
て
本
朝
に
鷹

術
が
伝
来
し
た
こ
と
や
︑
か
つ
て
は
禁
野
交
野
で
の
鷹
狩
り
や
宇
多
川
・
芹
川
の

逍
遥
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
現
在
は
す
た
れ
て
し
ま
っ
て
﹁
異
端
イ
タ
ン

ノ
説セ

ツ

﹂
が
多
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
こ
う
い
っ
た
異
説
に
つ
い
て
︑
問
い
を

立
て
て
鷹
飼
の
奥
義
を
述
べ
た
も
の
が
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
で
あ
る
と
い
う
︒

『鷹
経
弁
疑
論
﹄
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
序
文
の
あ
と
に
﹃
新
修
鷹
経
﹄
か
ら
引

用
し
た
鷹
の
相
形
に
関
す
る
問
答
を
十
項
目
ち
か
く
連
続
し
て
掲
載
す
る
︵
五
番

目
の
項
目
の
み
﹁
軒
羽
ウ
ツ
﹂
と
い
う
鷹
歌
に
関
す
る
問
答
︶
︒
そ
う
い
っ
た
鷹
の
良

相
・
醜
相
の
問
答
の
言
説
と
と
も
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
図
説
に
お
い

て
︑
解
説
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
鷹
の
部
位
の
モ
チ
ー
フ
や
文
言
が
﹃
大
塔
物

語
﹄
と
一
部
重
な
っ
て
い
る
︒
次
に
︑
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
に
見
え
る
図
説
の
文
言

に
つ
い
て
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
と
類
似
す
る
モ
チ
ー
フ
を
□
で
囲
い
︑
そ
れ
に
対
応

す
る
前
出
の

︐
～

︐
の
番
号
を
付
し
て
掲
出
す
る
︒

0

20

【図
版
①
︼

八
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【図
版
②
︼

【図
版
③
︼

上
記
の
①
～
③
の
図
説
の
文
言
を
以
下
に
示
す
︒
順
不
同
︒

【図
版
①
︼

松
原
毛

檜
原
毛

︐
持
経
毛

︐
ク
レ
羽
鳥
毛

又
羽
ク
サ
ヒ
共
云

4

10

頸
ニ
ハ
袋
ヲ
懸
ヨ
ト
云

︐
ヒ
ス
イ
ノ
毛

尾
ス
ケ
共
承
尾
共
云

モ
キ
カ

17

ケ
懸
爪
共

︐
突
金
ア
オ
觜

︐
ラ
ン
ヒ
ハ
糸
ヲ
ミ
タ
セ

眼
門

シ
ト
ゝ

6

14

毛

カ
ネ
ツ
ケ
毛

シ
ル
シ
ノ
毛

衣
毛
ハ
ホ
ヲ
カ
ケ
ヨ
ト
云

︐
ホ
ウ
シ

13

ヤ
ウ
ノ
毛
タ
カ
タ
ヌ
キ
ヲ
通

又
ホ
ウ
キ
ヤ
ウ
共
云
ナ
リ

鱗
次
又
カ
ン
キ
形

ウ
チ
爪

ト
ツ
ス
ヘ

カ
へ
ル
コ

【図
版
②
︼

︐
サ
コ
ロ
モ
ノ
毛

疾
痢
ノ
骨

ノ
羽

愁
ノ
毛

羽
轑

ツ

11

羽
凌
風

七
ツ
羽

ナ
ラ
シ
羽

忘
羽

風
キ
リ

【図
版
③
︼

七
浪

サ
ユ
リ
毛

︐
重
銭

テ
ウ
セ
ン

羽

四
毛
ト
モ
云

餌
ハ
ミ

取
手

カ
ヘ

12

ル
コ

懸
爪

母
衣
ノ
帯
ツ
ゝ
メ
付
タ
ル
カ
如
ク

覆
羽

ヲ
イ
ソ

鳥
カ
ラ
ミ

ウ
チ
爪

右
掲
の
よ
う
に
︑﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
に
見
え
る
図
説
に
お
け
る
九
つ
の
モ
チ
ー

フ
が
﹃
大
塔
物
語
﹄
と
類
似
す
る
︒
た
だ
し
︑
前
出
の
序
文
同
様
︑
そ
の
モ
チ
ー

フ
を
説
明
す
る
表
現
や
語
句
に
つ
い
て
は
異
同
が
見
ら
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
の
鷹
の
良
相
の
叙
述
は
﹃
新
修
鷹
経
﹄
に
見

え
る
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
言
説
で
あ
る
一
方
で
︑﹃
新
修
鷹
経
﹄
の
系
譜

を
引
く
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
と
は
相
対
的
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒

先
述
し
た
よ
う
に
︑﹃
新
修
鷹
経
﹄
は
平
安
時
代
の
鷹
書
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑

嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て

九
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﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
は
室
町
後
期
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
︒
翻
っ
て
︑
嘉
永
四
年
版
本

﹃
大
塔
物
語
﹄
も
ま
た
︑
本
奥
書
に
堯
深
法
師
が
文
正
元
年
に
同
本
を
書
写
し
た

経
緯
を
記
し
て
い
る
よ
う
に
︑
室
町
後
期
の
文
事
的
営
為
と
関
わ
る
事
を
主
張
す

る
書
物
で
あ
っ
た
︒

本
稿
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹃
大
塔
物
語
﹄
と
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
に
見
え
る
鷹
の

良
相
の
言
説
が
類
似
し
て
い
る
要
因
と
し
て
︑
両
書
に
共
通
す
る
時
代
性
︵
＝
室

町
後
期
︶
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
予
想
す
る
︒
そ
こ
で
︑
次
節
に
お
い
て
﹃
大

塔
物
語
﹄
と
同
じ
室
町
後
期
に
流
布
し
た
他
の
鷹
書
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
テ
キ
ス

ト
が
記
載
す
る
鷹
の
良
相
の
言
説
と
の
比
較
検
討
を
試
み
る
︒

二

室
町
後
期
の
鷹
書
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説

前
節
で
触
れ
た
﹃
蒙
求
臂
鷹
往
来
﹄
に
登
場
す
る
諏
訪
貞
通
は
︑﹃
諏
訪
大
明

神
画
詞
﹄
を
著
し
た
諏
訪
円
忠
の
六
代
目
の
子
孫
に
あ
た
る
︒
こ
の
貞
通
を
は
じ

め
と
す
る
円
忠
の
末
裔
の
一
族
は
代
々
室
町
幕
府
奉
行
人
を
務
め
︑
諏
訪
大
社
上

社
の
大
祝
を
世
襲
し
た
信
濃
国
諏
訪
郡
の
領
主
で
あ
る
諏
訪
氏
と
区
別
し
て
先
学

の
研
究
で
は
京
都
諏
訪
氏
と
称
さ
れ
る
︒

さ
て
︑﹃
蒙
求
臂
鷹
往
来
﹄
七
月
条
に
よ
る
と
︑
こ
の
貞
通
が
京
都
の
諏
訪
社

の
御
射
山
祭
で
鷹
狩
り
を
行
う
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
︒
実
は
︑
貞
通
は
室
町
後

期
の
年
紀
を
持
つ
鷹
書
と
関
わ
る
人
物
で
も
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
永
青
文
庫

︵
細
川
家
旧
記
︶﹃
和
傳
鷹
経

上
・
下
﹄
︵
函
号
一
六
三
︱
一
〇
六
一
︶
の
上
巻
の
奥

書
に
は
﹁
右
鷹
書
依

上
意
所
令
書
写
進
上
之
如
斯
／
明
應
五
年
丙辰

閏
二
月
日
／
前

信
濃
守
神
貞
通
奉
﹂
︵
三
十
五
丁
裏
︶
と
見
え
︑
下
巻
の
奥
書
に
は
﹁
右
鷹
書
依

上
意
所
令
書
写
進
上
之
如
斯
／
明
應
五
年
丙辰

閏
二
月
日
／
前
信
濃
守
神
貞
通
奉
﹂

︵
五
十
三
丁
裏
︶﹁
宝
暦
十
一
年
辛
巳

以
宇
土
之
書
寫
之
﹂
︵
五
十
四
丁
表
︶
と
記

さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
見
え
る
本
奥
書
に
よ
る
と
︑
上
巻
・
下
巻
と
も
に
明
応
五

年
︵
一
四
九
六
︶
二
月
︑
室
町
将
軍
の
上
意
に
よ
っ
て
﹁
信
濃
守
神
貞
通
﹂
が
同

書
を
書
写
し
進
上
し
た
も
の
と
い
う
︒
こ
の
﹁
信
濃
守
神
貞
通
﹂
と
は
諏
訪
貞
通

を
指
す
︒
実
際
に
貞
通
が
鷹
狩
り
︵
贄
鷹
の
神
事
︶
を
実
施
し
た
か
否
か
は
と
も

か
く
と
し
て
︑
彼
が
京
都
の
諏
訪
社
に
お
い
て
御
射
山
祭
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と

は
事
実
と
し
て
確
認
で
き
る
︒
た
と
え
ば
︑
﹃
後
法
興
院
記
﹄
長
享
元
年
︵
一
四

八
七
︶
七
月
二
十
七
条
に
よ
る
と(

)

︑
貞
通
が
近
衛
政
家
に
諏
訪
社
の
法
楽
和
歌
を

29

勧
進
し
た
由
が
確
認
さ
れ
︑
同
じ
く
﹃
常
徳
院
殿
御
集
﹄
長
享
元
年
七
月
二
十
七

条
に
も(

)

将
軍
足
利
義
尚
に
貞
通
が
諏
訪
社
法
楽
和
歌
を
勧
進
し
て
い
る
旨
が
記
載

30

さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
実
隆
公
記
﹄
延
徳
元
年
︵
一
四
八
九
︶
七
月
二
十
六
日

条(

)

に
は
貞
通
が
上
原
豊
前
守
賢
家
等
と
と
も
に
三
条
西
実
隆
に
諏
訪
社
法
楽
和
歌

31の
勧
進
を
し
て
い
る
記
事
が
見
え
る
︒
こ
れ
ら
の
記
事
に
見
え
る
法
楽
和
歌
は
︑

七
月
二
十
七
日
を
祭
日
と
す
る
諏
訪
社
の
御
射
山
祭
に
合
わ
せ
て
奉
納
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
︒

か
つ
て
諏
訪
社
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
御
射
山
祭
の
一
環
と
し
て
鷹
狩
り
︵
贄
鷹

の
神
事
︶
が
実
施
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
貞
通
が
鷹
狩
り
の
伝
書
で
あ
る

﹃
和
傳
鷹
経
﹄
を
写
し
て
将
軍
に
進
上
し
た
と
す
る
同
書
の
奥
書
に
は
現
実
味
が

あ
る
︒
そ
も
そ
も
﹃
和
傳
鷹
経
﹄
以
外
に
も
︑
奥
書
に
貞
通
の
名
前
が
見
え
る
鷹

書
が
現
存
し
て
い
る
︒
ひ
と
つ
は
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
﹃
鷹
百
首
和
歌
﹄
︵
目

録
番
号

・

・

︶
で
︑
も
う
ひ
と
つ
は
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
﹃
鷹

129

61

14

聞
書
少
々
﹄
︵
請
求
記
号
七
八
七

イ
七
︶
で
あ
る
︒
前
者
は
文
明
十
九
年
︵
一
四

八
七
︶
の
書
写
年
紀
と
貞
通
の
名
前
が
併
記
さ
れ
︑
後
者
は
﹃
和
傳
鷹
経
﹄
と
同

じ
く
明
応
五
年
の
年
紀
と
貞
通
の
名
前
が
見
え
る(

)

︒
こ
う
し
た
貞
通
の
文
事
活
動

32

の
一
環
と
し
て
︑
室
町
後
期
に
﹃
和
傳
鷹
経
﹄
が
書
写
さ
れ
た
と
推
測
す
る
も
の

で
あ
る
︒

そ
の
よ
う
な
﹃
和
傳
鷹
経
﹄
の
上
巻
に
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
鷹
の
良
相
と
類
似
す

る
言
説
が
三
か
所
確
認
で
き
る
︒
一
つ
目
は
﹁
序
﹂
︵
第
一
条
︶
︑
二
つ
目
は
﹁
鷹

一
〇

10



相
形
事
﹂
︵
第
九
条
︶
︑
三
つ
目
は
﹁
良
鷹
相
事
﹂
︵
第
十
条
︶
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
ま
ず
は
一
つ
目
に
該
当
す
る
﹃
和
傳
鷹
経
﹄﹁
序
﹂
︵
第
一
条
︶
の
本

文
を
以
下
に
挙
げ
る
︒
そ
の
本
文
に
お
い
て
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
と
近
い
叙
述
部
分

を
□
で
囲
い
︑
そ
れ
に
該
当
す
る
モ
チ
ー
フ
を
前
節
の

︐
～

︐
の
番
号
に
対

0

20

応
さ
せ
て
示
す
︒

・
序

・
鷹
ハ
是
人
倫
の
事
に
あ
ら
す
︒
摩
伽
陀
國
の
威
戒
大
聖
世
尊
の
謀
︑
衆
生

の
心
不
同
に
し
て
其
儀
ま
ち
〳
〵
な
る
間
︑
好
に
随
ひ
て
心
を
よ
ろ
こ
ハ
し

む
︒
夫
︑
罪
の
軽
重
︑
生
死
無
常
の
理
さ
た
め
か
た
し
︒
し
か
れ
ハ
︑
生
者

必
滅
︑
會
者
定
離
の
理
︑
煩
惱
即
菩
提
生
死
即
涅
槃
な
ら
ハ
︑
諸
法
の
玉
位

何
を
好
む
も
法
な
ら
す
と
い
ふ
事
な
し
︒
抑
鷹
を
仕
ひ
始
ら
れ
し
事
ハ
︑
摩

伽
陀
國
の
威
戒
か
う
な
ゐ
國
の
王
︑
鷹
を
好
給
ふ
と
な
ん
︒
爰
に
治
用
元
年

十
二
月
三
日
申
の
時
に
︑
さ
う
し
や
う
国
と
云
國
王
︑
殿
上
神
逹
部

し
ん
た
ち
め

鷹
狩
に

出
て
仕
ハ
せ
給
ふ
事
あ
り
き
︒
雪
山
と
云
山
の
麓
に
て
つ
か
ひ
始
め
た
り

き
︒
其
墅
の
名
を
ハ
大
善
道
と
云
︒
此
墅
に
て

︐
白
府
な
る
大
鷹
き
は

0

め
て
羽
の
は
や
き
餘
の
鷹
に
勝
た
り
︒

︐
眼
は
明
星
の
こ
と
し
︒

︐

2

1

頭
は
せ
ひ
〳
〵
と
し
て
秋
の
月
に
似
た
り
︒
御
は
し
ハ
く
れ
〳
〵
と
し
て

鷲
の
山
を
い
た
ゝ
き
た
り
︒

︐
肩
は
は
ん
〳
〵
と
し
て
海
の
中
に
二
の

8

岩
の
さ
し
出
た
る
に
似
た
り
︒
う
は
の
毛
は
く
れ
竹
の
ふ
し
を
な
ら
へ
た

る
か
こ
と
し
︒

︐
背
は
難
山
の
な
か
れ
ニ

似
た
り
︒
是
鷹
の
王
と
す
︒
此

9

鷹
を
︑
長
瑞
と
い
ふ
ハ
紅
桜
の
鞲
に
て
紅
の
巻
上
の
糸
に
て
鈴
さ
し
て
此
墅

に
出
た
り
︒
国
王
︑
御
覧
し
て
栄
花
に
ほ
こ
り
て
あ
ひ
し
給
ふ
ほ
と
に
︑
鷹

お
も
ハ
さ
る
に
手
よ
り
お
ち
て
︑
羽
を
ひ
ろ
け
て
し
な
ん
と
す
︒
国
王
︑
御

覧
し
て
興
を
さ
ま
し
︑
思
召
時
に
︑
あ
る
神
国
の
夫
人
餘
て
申
や
う
︑
此
鷹

の
病
ハ
万
病
治
け
と
い
ふ
と
申
け
り
︒
其
時
︑
国
王
︑
此
病
を
し
る
な
ら

は
︑
命
を
つ
き
て
ま
い
ら
せ
よ
と
宣
旨
あ
り
し
に
︑
此
夫
人
︑
宣
旨
な
ら
ハ

承
り
ぬ
と
申
て
︑
錦
の
袋
よ
り
薬
を
出
し
て
鷹
の
目
に
み
ち
ん
は
か
り
ぬ

り
︑
上
に
も
そ
ゝ
き
︑
口
に
も
ぬ
り
け
れ
ハ
︑
本
の
こ
と
く
す
み
や
か
に
見

へ
た
り
︒
其
時
︑
國
王
︑
抑
な
ん
ち
か
薬
ハ
い
か
な
る
薬
か
︑
と
の
給
ふ

ニ

︑
夫
人
︑
承
て
云
︑
大
海
の
内
に
ハ
こ
ろ
う
か
と
申
︑
十
善
の
内
に
ハ
あ

か
た
薬
と
申
︑
し
か
ら
ハ
此
薬
の
ほ
ん
せ
い
を
つ
た
へ
申
へ
し
︒
昔
は
長
生

殿
の
裏
に
て
宣
旨
七
度
返
し
申
︒
中
比
か
ひ
ら
城
の
裏
に
て
五
度
か
へ
し
申

し
ゝ
か
と
も
︑
今
の
夫
人
︑
宣
旨
に
し
た
か
ひ
申
へ
し
︒
て
ん
ご
う
に
は
︑

さ
ゐ
國
を
給
ふ
へ
し
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ハ
︑
夫
人
︑
宣
旨
重
ね
た
ま
ハ
ら
す

共
︑
帝
王
の
仰
に
従
ひ
て
︑
彼
薬
の
ほ
ん
せ
い
を
申
へ
し
︒
大
海
の
内
に
は

九
穴
の
あ
は
ひ
の
ほ
そ
わ
た
︑
う
さ
き
の
目
︑
是
を
も
て
鷹
の
万
病
を
治
す

る
薬
と
す
︒
末
代
悪
世
に
い
た
る
ま
て
鷹
を
好
ま
ん
衆
生
は
︑
此
本
せ
ひ
を

あ
ふ
ひ
て
仕
へ
し
︒
大
崴
は
蘇
用
元
年
正
月
三
日
末
の
時
︑
左
竜
王
籬
の
前

に
来
て
つ
か
ふ
︒
是
を
も
て
鷹
の
始
と
す
︒
夫
よ
り
つ
た
ハ
り
て
一
千
八
百

余
年
な
り
︒

右
掲
の
叙
述
は
︑
前
節
で
挙
げ
た
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
で
引
用
さ
れ
て
い
る
鷹
の

薬
飼
説
話
を
よ
り
詳
し
く
述
べ
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
で
は
︑
抄
出

し
た
本
文
と
な
っ
て
い
た
た
め
文
脈
の
取
れ
な
い
部
分
が
あ
っ
た
が
︑
右
掲
の

﹃
和
傳
鷹
経
﹄
は
か
な
り
整
合
性
の
と
れ
た
明
瞭
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の

よ
う
な
﹃
和
傳
鷹
経
﹄
の
叙
述
に
よ
っ
て
︑
当
該
の
鷹
の
薬
飼
説
話
の
筋
立
て
を

確
認
す
る
と
︑
ま
ず
︑
鷹
の
道
理
に
つ
い
て
仏
教
用
語
を
使
い
な
が
ら
説
き
起
こ

し
︑
続
い
て
初
め
て
鷹
を
使
い
始
め
た
人
物
と
し
て
﹁
摩
伽
陀
國
の
威
戒
か
う
な

ゐ
國
の
王
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
は
﹁
治
用
元
年
十
二
月
三
日
申
の
時
﹂
に

﹁
さ
う
し
や
う
国
と
云
國
王
﹂
が
﹁
雪
山
﹂
の
麓
で
鷹
を
遣
い
始
め
た
逸
話
を
載

せ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
大
善
道
﹂
と
い
う
野
で
国
王
の
愛
鷹
で
あ
る
﹁
白
府
な
る

嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て

一
一

11



大
鷹
﹂
を
﹁
長
瑞
﹂
と
い
う
人
物
が
携
え
て
登
場
す
る
も
の
の
︑
突
然
落
鳥
し

た
︒
す
る
と
︑﹁
あ
る
神
国
の
夫
人
﹂
と
い
う
人
物
が
鷹
の
病
名
を
﹁
万
病
治
け
﹂

と
診
断
す
る
︒
そ
れ
を
聞
い
た
国
王
は
︑
そ
の
夫
人
に
鷹
の
治
療
を
す
る
よ
う
宣

旨
を
く
だ
す
と
夫
人
は
秘
薬
を
処
方
し
︑
鷹
は
回
復
す
る
︒
国
王
は
さ
ら
に
重
ね

て
宣
旨
を
く
だ
し
︑
夫
人
に
そ
の
秘
薬
の
調
合
法
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
︑
夫
人
は
回

答
す
る
︒
そ
の
他
︑
竜
王
が
籬
の
前
に
来
た
鷹
を
遣
っ
た
の
が
鷹
の
始
ま
り
と
述

べ
︑
そ
れ
以
来
千
八
百
余
年
が
経
過
し
た
と
伝
え
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑﹃
和
傳
鷹
経
﹄﹁
序
﹂
に
お
い
て
は
︑﹁
さ
う
し
や
う
国
と
云

國
王
﹂
の
愛
鷹
の
良
相
を
伝
え
る
言
説
が
﹃
大
塔
物
語
﹄
と
類
似
し
て
い
る
︒
具

体
的
に
は
六
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
類
似
し
て
い
る
が
︑
そ
の
表
現
に
お
い
て
は
や
は

り
語
句
レ
ベ
ル
で
細
か
な
異
同
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
愛
鷹
の
種
類
も
ま
た

﹃
大
塔
物
語
﹄﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
と
同
じ
﹁
白
府
な
る
大
鷹
﹂
と
さ
れ
て
い
る
点
が

注
意
さ
れ
よ
う
︒
と
い
う
の
も
︑﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
で
は
そ
の
よ
う
な
良
相
を
備

え
て
い
る
愛
鷹
の
持
ち
主
を
﹁
天
竺チ

ク

江
南
國
ノ
王
﹂︑﹃
和
傳
鷹
経
﹄
で
は
﹁
さ
う

し
や
う
国
と
云
國
王
﹂
と
伝
え
︑
そ
れ
ぞ
れ
名
前
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
﹁
国

王
﹂
と
い
う

〝
モ
チ
ー
フ
〟
が
共
通
し
て
い
る
︒
特
に
﹃
和
傳
鷹
経
﹄
で
は
︑

国
王
が
薬
の
調
合
法
を
尋
ね
る
場
面
に
お
い
て
﹁
宣
旨
﹂
に
従
わ
せ
た
経
緯
が
主

張
さ
れ
︑
名
鷹
の
持
ち
主
で
あ
る
国
王
の
〝
権
威
〟
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の

よ
う
な
鷹
の
薬
飼
説
話
に
登
場
す
る
名
鷹
は
︑
権
力
者
を
象
徴
す
る
モ
チ
ー
フ
と

言
え
よ
う
︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑
長
秀
が
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
や
﹃
和
傳
鷹
経
﹄
と
同
様
の
良
相

を
持
つ
名
鷹
を
所
有
し
た
と
す
る
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
叙
述
に
は
︑
鷹
の
薬
飼
説
話

に
登
場
す
る
国
王
た
ち
の
よ
う
な
権
力
者
特
有
の
煌
び
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与

す
る
意
図
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
︒

次
に
︑﹃
和
傳
鷹
経
﹄
に
お
い
て
﹃
大
塔
物
語
﹄
と
類
似
す
る
鷹
の
良
相
の
言

説
が
見
え
る
の
は
︑﹁
鷹
相
形
事
﹂
︵
第
九
条
︶
で
あ
る
︒
以
下
に
﹃
和
傳
鷹
経
﹄

の
当
該
条
の
記
事
を
挙
げ
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
と
類
似
す
る
文
言
を
□
で
囲
っ
て
対

応
す
る
モ
チ
ー
フ
を
前
節
の

︐
～

︐
の
番
号
で
示
す
︒

0

20

・
鷹
相
形
事

一
・
ま
つ
︑
荒
鷹
と
も
を
取
て
よ
き
相
を
み
へ
し
︒
あ
し
き
相
を
つ
か
ふ
へ

か
ら
す
︒

一
・

︐
頭
ハ
は
ん
〳
〵
と
と
し
て
め
う
り
う

ま
か
ち
う
の
鳥
也

ハ
岩
に
似
た
り
︒
岩
の
に

8

は
か
し
ら
也
︒
白
毫
の
月
明
︑
い
か
に
︒
三
四
の
毛
ハ
︑
に
よ
く
共
わ
れ
︑

い
く
わ
う
ハ
大
な
る
家
の
こ
と
し
︒

︐
上
に
ハ
は
ん
を
い
た
ヽ
き
︑
お

3

と
か
い
は
う
す
く
共
け
つ
れ
︑

︐
頸
に
は
持
経
を
か
け
︒

︐
後
は
山

4

9

川
お
ち
て
難
山
の
な
か
れ
に
に
た
り
︒
肩
は
こ
ふ
し
を
二
な
ら
へ
よ
︒

︐
11

な
う
な
み
の
毛
は
浪
の
た
ゝ
よ
ふ
か
こ
と
し
︒

︐
て
う
せ
ん
ハ
鈴
を
わ

12

れ
(り
カ
)

︑

︐
ら
ん
し
ハ
糸
を
み
た
せ
︑
羽
さ
き
ハ
筆
の
さ
き
の
こ
と
し
︒
脇

15

羽
ハ
み
し
か
く
て
︑
て
う
な
ん
し
や
う
ハ
︑
こ
ふ
し
を
と
を
せ
︒
又
︑
と
う

さ
う
ハ
な
か
れ
︑

︐
ほ
う
し
や
う
ハ
た
か
に
た
ぬ
き
を
と
を
せ
︒
む
ね

13

の
毛
ハ
み
し
か
く
て
︑
ひ
ろ
か
れ
︒
ほ
ろ
ハ
こ
ほ
れ
よ
︒

︐
羽
さ
き
は
︑

16

ら
ん
す
い
の
下
に
お
さ
め
よ
︒

︐
も
ヽ
ハ
な
か
く
も
な
し
︑
は
さ
き
ハ

19

み
し
か
く
て
︑
指
は
な
か
し
︒
こ
れ
を
よ
き
鷹
と
す
︒
お
ゝ
か
た
鷹
ニ
此
相

有
︒

以
上
の
よ
う
に
︑﹃
和
傳
鷹
経
﹄﹁
鷹
相
形
事
﹂
に
お
い
て
は
︑﹃
大
塔
物
語
﹄

の
言
説
と
類
似
す
る
モ
チ
ー
フ
が
十
か
所
も
確
認
で
き
︑
相
対
的
に
一
致
度
が
高

い
︒
た
だ
し
︑
モ
チ
ー
フ
が
類
似
し
て
い
て
も
語
句
レ
ベ
ル
の
表
現
に
つ
い
て
は

や
は
り
相
応
に
異
同
が
あ
り
︑
両
書
に
お
い
て
直
接
の
出
典
関
係
を
見
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
︒

一
二

12



ま
た
︑﹃
和
傳
鷹
経
﹄
で
は
︑
こ
の
﹁
鷹
相
形
事
﹂
︵
第
九
条
︶
に
続
い
て
﹁
良

鷹
相
事
﹂
︵
第
十
条
︶
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
当
該
条
で
は
鷹
の
良
相
に
関
す
る

言
説
が
六
十
一
項
目
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
う
ち
の
六
つ
の
項
目
に
お
い
て

﹃
大
塔
物
語
﹄
と
類
似
す
る
言
説
が
見
え
る
︒
以
下
に
﹃
和
傳
鷹
経
﹄﹁
良
鷹
相

事
﹂
︵
第
十
条
︶
に
見
え
る
該
当
項
目
の
本
文
を
挙
げ
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
と
対
応
す

る
モ
チ
ー
フ
を
前
節
の

︐
～

︐
の
番
号
を
付
し
て
示
す
︒

0

20

一

︐
・
頭

カ
シ
ラ

ハ
は
ん
を
い
た
ゝ
け
と
い
ふ

三
と
み
へ
よ
と
云

3
あ
つ
く
ぬ
け
い
て
ゝ
鳥
の
か
い
こ
の
こ
と
し
と
云

首
頭
ハ
白
綿
を
か
う
ふ
れ
る
か
こ
と
し
と
云
な
か
く
と
云

(第
一
項
目
)

一

︐
・
眼
覆
ハ
ひ
さ
し
を
さ
せ
と
云
・
目
の
ま
へ
ハ
三
そ
ま
ね
た
か
く
の
き

5
ひ
ろ
し
と
云

︐
い
え
も
ん
に
ひ
さ
し
を
さ
ゝ
ん
と
思
ふ
と
云

(第
二
項
目
)

5

一
・
ま
な
こ
は
う
し
ろ
へ
よ
り
て
目
の
ま
へ
く
ほ
か
ら
ん
と
思
ふ
と
云

目
の
ま
へ
に
む
か
つ
て
つ
か
ん
と
お
も
へ
と
云

︐
目
の
光
明
星
に

2

に
た
り
と
云

ま
な
こ
う
こ
か
す
し
て
人
に
對
せ
り
と
云

(第
三
項
目
)

一

︐
・
青
は
し
は
大
な
ら
ん
と
お
も
へ
と
云
な
か
ゝ
ら
ん
と
思
ふ
と
云

6

(第
五
項
目
)

一
・
に
は
の
毛
は
な
□
ん
と
お
も
ふ
と
云
︹

︐
・
く
れ
は
鳥
の
毛
は
あ
や
を

10

か
さ
ね
と
は
肩
の
毛
は
能
々
細
か
成
へ
し
︺

(第
三
十
項
目
)

一
・

︐
・
ほ
う
し
や
う
ハ
た
か
た
ぬ
き
を
と
を
せ
と
云
・
つ
め
の
事
也

13

(第
四
十
九
項
目
)

い
ず
れ
も
語
句
レ
ベ
ル
の
表
現
に
お
い
て
若
干
の
異
同
が
あ
る
も
の
の
︑
鷹
の

良
相
を
伝
え
る
モ
チ
ー
フ
そ
の
も
の
は
重
な
る
部
分
が
複
数
確
認
で
き
る
︒
こ
の

こ
と
か
ら
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説
に
つ
い
て
︑
相
対
的
に

近
似
性
が
高
い
の
は
﹃
和
傳
鷹
経
﹄
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
で
き
よ
う
︒
ち
な
み

に
︑
こ
う
い
っ
た
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
文
言
は
︑
近
世
以
降
に

成
立
・
流
布
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
鷹
書
に
散
見
す
る(

)

︒
後
世
に
お
い
て
鷹
書
と
い
う

33

媒
体
が
拡
散
し
た
言
説
と
し
て
相
応
に
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
こ
う
い
っ
た
鷹
の
良
相
の
文
言
を
含
む
鷹
の
薬
飼
説
話
も
ま
た
︑
中
近

世
に
成
立
し
た
鷹
書
に
お
い
て
多
数
の
類
話
が
確
認
さ
れ
る
︒
先
述
し
た
佐
倉
氏

の
言
う
﹃
古
今
要
覧
稿

第
六
﹄﹁
人
事
部

放
鷹
一
﹂
に
見
え
る
類
似
の
記
述
も
︑

そ
う
い
っ
た
鷹
書
か
ら
の
本
文
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
は
︑
鷹
書
の

み
な
ら
ず
︑
中
世
末
期
～
近
世
前
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
仮
名
草
子
の
﹃
女
郎

花
物
語
﹄
に
も
同
話
の
筋
立
て
を
翻
案
し
た
類
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る(

)

︒
34

以
上
の
よ
う
に
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説
は
︑
中
近
世
に

成
立
・
流
布
し
た
鷹
書
を
軸
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
最
も
古
い

事
例
と
し
て
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
と
﹃
和
傳
鷹
経
﹄
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
そ
れ
ら
は

室
町
後
期
の
京
洛
と
関
わ
る
人
物
︵
持
明
院
基
春
︑
諏
訪
貞
通
︶
ゆ
か
り
の
鷹
書
と

い
う
特
徴
を
持
つ
︒

本
稿
で
は
︑
嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
本
文
に
は
︑
こ
う
い
っ
た
﹃
鷹

経
弁
疑
論
﹄
と
﹃
和
傳
鷹
経
﹄
の
よ
う
な
同
時
代
の
鷹
書
に
よ
っ
て
流
布
し
た
言

説
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
推
測
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
嘉
永
四
年
版
本
﹃
大

塔
物
語
﹄
の
本
文
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
佐
倉
氏
が
指
摘
す
る
﹁
室
町
期
の
文

化
︑
学
問
﹂
の
一
端
に
︑
こ
の
よ
う
な
〝
室
町
後
期
の
京
洛
所
縁
の
鷹
書
〟
が
含

ま
れ
る
こ
と
を
補
足
す
る
も
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

以
上
に
お
い
て
︑
嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
小
笠
原
長
秀
の
鷹

嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て

一
三

13



の
良
相
を
述
べ
た
本
文
に
注
目
し
︑
そ
の
言
説
を
め
ぐ
る
書
物
文
化
に
つ
い
て
検

討
し
て
き
た
︒
嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説
は
︑

い
わ
ゆ
る
古
典
文
学
の
作
品
に
お
い
て
類
似
表
現
が
見
出
せ
る
も
の
で
は
な
く
︑

鷹
書
と
称
す
る
鷹
狩
り
の
〝
伝
書
〟
に
見
え
る
本
文
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ

こ
で
︑
本
稿
で
は
︑
鷹
書
に
見
え
る
類
似
表
現
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
︑
嘉
永
四

年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
本
文
が
︑
そ
う
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
類
と
関
連
し
て
い
る

可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
︒

ま
ず
注
目
し
た
の
は
︑
日
本
最
古
の
鷹
書
と
さ
れ
る
﹃
新
修
鷹
経
﹄
で
あ
る
︒

同
書
は
平
安
時
代
に
は
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
が
︑
嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物

語
﹄
の
本
文
と
近
似
す
る
叙
述
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
次
い
で
︑
そ
の
﹃
新
修
鷹

経
﹄
の
系
譜
を
引
く
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
記
載
の
鷹
の
良
相
の
言
説
を
取
り
上
げ

た
︒
同
書
は
室
町
後
期
の
成
立
と
さ
れ
る
鷹
書
で
あ
る
が
︑
嘉
永
四
年
版
本
﹃
大

塔
物
語
﹄
の
本
文
と
近
似
す
る
叙
述
が
相
応
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し

た
︒
さ
ら
に
続
け
て
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
と
同
時
代
の
鷹
書
で
あ
る
﹃
和
傳
鷹
経
﹄

に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
︑
同
書
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
本
文
と
嘉
永
四
年
版
本

﹃
大
塔
物
語
﹄
の
そ
れ
と
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
︑
両
書
は
極
め
て
近
い
様
相
を
呈

す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒
た
だ
し
︑﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
に
し
ろ
﹃
和
傳
鷹
経
﹄

に
し
ろ
︑
嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
と
直
接
的
な
典
拠
関
係
が
あ
る
と
ま
で

は
言
え
な
い
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
う
い
っ
た
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄﹃
和
傳
鷹
経
﹄
が
共
有
す
る

文
化
位
相
は
︑
佐
倉
氏
の
指
摘
す
る
〝
地
方
色
を
持
た
な
い
地
方
の
軍
記
〟
と
い

う
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
特
徴
と
重
な
る
こ
と
を
予
想
す
る
︒
先
述
し
た
よ
う
に
佐
倉

氏
は
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
に
地
方
色
が
な
い
理
由
に
つ
い
て
︑
同
書
が
真
名
表
現
で

あ
る
こ
と
に
注
目
し
︑〝
真
名
を
め
ぐ
る
高
度
な
文
化
環
境
と
学
問
環
境
〟
に

よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
所
以
と
説
明
す
る
︒
佐
倉
氏
の
説
に
従
う
な
ら

ば
︑﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
も
﹃
和
傳
鷹
経
﹄
も
真
名
表
記
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と

は
︑
両
書
と
﹃
大
塔
物
語
﹄
の
親
和
性
の
高
さ
を
示
す
証
左
の
ひ
と
つ
と
し
て
重

要
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
直
接
の
典
拠
関
係
は
な
く
て
も
︑
嘉
永
四
年
版
本

﹃
大
塔
物
語
﹄
の
本
文
を
作
成
す
る
際
に
︑
同
書
と
親
和
性
の
高
い
こ
れ
ら
の
鷹

書
の
言
説
が
間
接
的
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
本
稿
で
は
︑﹃
大
塔
物
語
﹄
が
創
出
さ
れ
た
﹁
文
化
環
境
︑

学
問
環
境
﹂
の
一
隅
に
﹃
鷹
経
弁
疑
論
﹄
や
﹃
和
傳
鷹
経
﹄
の
よ
う
な
室
町
後
期

の
京
洛
で
流
布
し
た
鷹
書
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
︒

︻
注
︼

(

)
請
求
記
号
０
-
６

/

/

︒

1

215

10

(

)
佐
倉
由
泰
﹃﹃
大
塔
物
語
﹄
を
め
ぐ
る
知
の
系
脈
﹄

頁
︵
日
本
学
術
振
興
会
二
〇
〇
九

2

10

～
二
〇
一
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶
﹁
古
代
か
ら
中
世
に
至
る
真
名

表
記
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
表
現
と
知
の
系
脈
に
つ
い
て
の
研
究
﹂︑
研
究
代
表
者
佐
倉
由

泰
︑
研
究
課
題
番
号
二
一
五
二
〇
一
七
六
報
告
書
︑
二
〇
一
三
年
︶
︒

(

)
注
(

)に
同
じ
︒

3

2

(

)
『信
濃
史
料
第
六
巻
﹄
︵
信
濃
史
料
刊
行
会
︑
一
九
五
五
年
︶
︑
﹃
信
濃
史
料
第
七
巻
﹄︵
信

4

濃
史
料
刊
行
会
︑
一
九
五
六
年
︶
︑﹃
長
野
県
史

通
史
編

第
３
巻

中
世
２
﹄︵
長
野
県

編
︑
社
団
法
人
長
野
県
史
刊
行
会
︑
一
九
八
七
年
︶
な
ど
︒

(

)
注
(

)
の
報
告
書
お
よ
び
佐
倉
由
泰
﹃
軍
記
物
語
の
機
構
﹄
第
十
六
章
﹁
﹃
大
塔
物
語
﹄

5

2

の
記
述
を
支
え
る
も
の
﹂︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
一
年
︑
初
出
は
﹁﹃
大
塔
物
語
﹄
試

論
﹂︑﹁
中
世
文
学
﹂
第
五
十
二
号
︑
二
〇
〇
七
年
︶
︒

(

)
注
(

)の
佐
倉
著
書
に
同
じ
︒

6

5

(

)
注
(

)の
佐
倉
著
書
に
同
じ
︒

7

5

(

)
注
(

)の
報
告
書

頁
︒

8

2

72

(

)
注
(

)の
報
告
書

頁
～

頁
︒

9

2

71

91

(

)
注
(

)の
報
告
書

頁
︒

10

2

87

(

)
宮
内
省
式
部
職
編
﹃
放
鷹
﹄

頁
・

頁
︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
三
一
年
初
版
︑
二
〇

11

675

700

一
〇
年
復
刻
︶︒

(

)
注
(

)の
﹃
放
鷹
﹄

頁
︒

12

11

637

(

)
注
(

)の
﹃
放
鷹
﹄

頁
に
よ
る
と
咽
の
毛
も
し
く
は
胸
の
毛
と
も
︒

13

11

682

(

)
刊
本
﹃
群
書
類
従
三
百
五
十
六
﹄
所
収
﹃
嵯
峨
野
物
語
﹄︑
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所

14

蔵
︑
請
求
番
号
二
一
四
︱
〇
〇
三
八
︒

一
四

14



(

)
弘
化
四
年
︵
一
八
四
七
︶
～
文
久
元
年
︵
一
八
六
一
︶
刊
︑
大
和
文
華
館
原
所
蔵
︑
鈴

15

鹿
文
庫
︱

︱

～

︑
国
文
学
資
料
館
画
像
提
供
に
よ
る
︒

1

631

632

(

)
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︑
in
fo:n
d
ljp
/p
id
/2540620︑
天
保
六
年

16

︵
一
八
三
五
︶
書
写
︑
請
求
記
号

025.22-N
685-H
︑
書
誌

ID
000003283504︒

(

)
和
田
英
松
﹃
皇
室
御
撰
之
研
究
﹄︵
明
治
書
院
︑
一
九
三
三
年
︶︑
三
保
忠
夫
﹃
鷹
書
の

17

研
究
︱
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
を
中
心
に
︵
上
冊
︶﹄
第
二
部
第
一
章
第
一
節
﹁
嵯
峨
天

皇
﹂

頁
︵
和
泉
書
院
︑
二
〇
一
六
年
︶
等
︒

96

(

)
注
(

)
の
三
保
著
書
︑
秋
吉
正
博
﹃
日
本
古
代
養
鷹
の
研
究
﹄
第
三
章
﹁
養
鷹
の
統
合

18

17

と
天
皇
﹂︵
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
四
年
︶︑
秋
吉
正
博
﹁﹃
新
修
鷹
経
﹄
の
構
成
︱
﹁
鷹

賦
﹂
と
の
関
係
︱
﹂︵﹁
八
洲
学
園
大
学
紀
要
﹂
創
刊
号
︑
二
〇
〇
五
年
︶
等
︒

(

)
注
(

)の
秋
吉
論
文
︒

19

18

(

)
請
求
番
号
二
一
四
︱
〇
〇
三
八
︒

20(

)
刊
本
﹃
続
群
書
類
従
三
百
五
十
六
﹄
所
収
﹃
蒙
求
臂
鷹
往
来
﹄︑
国
立
公
文
書
館
内
閣
文

21

庫
所
蔵
︑
請
求
番
号
二
一
六
︱
〇
〇
〇
一
︒

(

)
こ
の
よ
う
に
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
﹃
鷹
之
書
﹄
の
序
文
に
お
い
て
﹃
鷹
経
弁

22

疑
論
﹄
の
作
者
が
﹁
松
田
頼
房
﹂
に
比
定
さ
れ
て
い
る
記
載
が
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て

は
︑
す
で
に
山
本
一
﹁
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
﹁
宗
養
奥
書
本
鷹
書
﹂︵
仮
称
︶
を

め
ぐ
っ
て
︱
戦
国
末
期
但
馬
と
鷹
書
︱
﹂︵﹁
金
沢
大
学
人
間
社
会
学
域
学
校
教
育
学
類

紀
要
﹂
第
七
号
︑
二
〇
一
五
年
︶
同
﹁
鷹
書
と
鷹
歌
﹂︵﹁
中
世
文
学
﹂
第
六
十
号
︑
二

〇
一
五
年
︶
︑
同
﹁
鷹
書
に
現
れ
る
人
々
：﹁︵
徳
丸
︶
宗
養
奥
書
本
鷹
書
﹂
の
固
有
名

詞
﹂︵﹁
金
沢
大
学
人
間
社
会
学
域
学
校
教
育
学
類
紀
要
﹂
第
八
号
︑
二
〇
一
六
年
︶
お

よ
び
注
(

)
の
三
保
著
書
第
二
部
第
一
章
第
八
節
﹁
持
明
院
基
春
︑
基
規
﹂

頁
～

17

468

469

頁
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(

)
注
(

)の
三
保
著
書
に
よ
る
︒

23

22

(

)
注
(

)
の
山
本
論
文
﹁
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
﹁
宗
養
奥
書
本
鷹
書
﹂︵
仮
称
︶
を

24

22

め
ぐ
っ
て
︱
戦
国
末
期
但
馬
と
鷹
書
︱
﹂
に
よ
る
︒

(

)
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
﹃
蒙
求
臂
鷹
往
來
﹄︵
函
号
二
〇
六
︱
七
六
五
︶︒

25(

)
『続
群
書
解
題
第
二
﹄

頁
︵
続
群
書
類
従
完
成
会
編
︑
一
九
六
一
年
初
版
︶
や
注
(

)

26

28

22

の
山
本
論
文
や
三
保
著
書
第
二
部
第
二
章
第
六
節
﹁
松
田
宗
岑
﹂
等
に
お
い
て
も
言
及

さ
れ
て
い
る
が
確
証
的
な
結
論
は
出
て
い
な
い
︒

(

)
同
書
の
書
誌
に
つ
い
て
は
︑
二
本
松
泰
子
﹁
近
世
期
に
お
け
る
諸
藩
の
放
鷹
文
化
︱
尾

27

張
藩
の
鷹
匠
・
林
氏
と
当
家
伝
来
の
鷹
書
の
紹
介
︱
﹂︵﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
﹂

第
四
号
︑
二
〇
二
一
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

(

)
未
詳
︒﹃
魏
書
﹄
の
撰
者
の
﹁
魏
収
﹂
な
ら
ば
﹁
北
斉
﹂
の
時
代
な
の
で
齟
齬
が
あ
る
︒

28(

)
益
田
宗
解
説
﹃
後
法
興
院
記

二
﹄
︵﹃
陽
明
叢
書

記
録
文
書
篇
﹄
第
八
輯
︑
思
文
閣
出

29

版
︑
一
九
九
〇
年
︶︒

(

)
刊
本
﹃
群
書
類
従
二
百
三
十
三
﹄
所
収
﹃
常
徳
院
殿
御
集
﹄︑
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫

30

所
蔵
︑
請
求
番
号
二
一
四
︱
〇
〇
三
八
︒

(

)
『実
隆
公
記

二
上
﹄︵
高
橋
隆
三
校
訂
︑
続
群
書
類
従
刊
行
会
︑
一
九
五
八
年
︶︒

31(

)
二
本
松
泰
子
﹃
鷹
書
と
鷹
術
流
派
の
系
譜
﹄
第
一
編
第
一
章
﹁
信
仰
由
来
の
流
派
の
成

32

立
︱
京
都
諏
訪
氏
の
鷹
書
︱
﹂︵
三
弥
井
書
店
︑
二
〇
一
八
年
︶
参
照
︒

(

)
た
と
え
ば
︑
本
奥
書
に
寛
文
九
年
︵
一
六
六
九
︶
の
年
紀
と
山
本
近
重
︵
徳
川
将
軍
家

33

に
仕
え
た
鷹
師
︶
の
名
前
が
見
え
る
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
﹃
鷹
啓
蒙
集
﹄
第

三
冊
﹁
鷹
見
分
﹂
︵
函
号
一
五
四
︱
三
一
〇
︶
や
︑
諏
訪
藩
所
縁
の
家
に
伝
来
し
た
と
さ

れ
る
﹃
鷹
書
︵
大
︶﹄
﹁
鷹
の
相
形
之
事
﹂
︵
中
部
大
学
学
術
叢
書
﹃
鷹
の
書
︱
諏
訪
藩
に

残
る
﹃
鷹
書
︵
大
︶
﹄
の
翻
刻
と
注
解
﹄

頁
～

頁
︑
鷹
書
研
究
会
︑
文
化
出
版
株
式

260

268

会
社
︑
二
〇
〇
八
年
︶
な
ど
に
類
似
表
現
が
確
認
で
き
る
︒
内
閣
文
庫
所
蔵
﹃
鷹
啓
蒙

集
﹄
は
︑
書
写
奥
書
に
宝
暦
二
年
︵
一
七
五
二
︶
の
年
紀
と
原
田
督
利
の
名
前
が
見
え

る
が
︑﹃
鷹
書
︵
大
︶﹄
の
素
性
は
未
詳
で
あ
る
︒
し
な
し
な
が
ら
︑
同
書
の
分
冊
の
一

つ
の
奥
書
に
一
橋
家
に
仕
え
た
御
鷹
匠
か
ら
借
用
し
て
書
写
し
た
由
が
見
え
る
︒
原
田

督
利
は
吉
田
流
の
鷹
匠
で
一
橋
家
に
鷹
術
指
南
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
両
書
の

共
通
す
る
位
相
を
踏
ま
え
る
と
吉
田
流
の
鷹
書
を
介
し
て
拡
散
し
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
よ
う
︒

(

)
大
坪
舞
﹁
鷹
書
に
お
け
る
恋
と
女
の
秘
伝
︱
﹃
女
郎
花
物
語
﹄
を
端
緒
と
し
て
︱
﹂︵
ア

34

ジ
ア
遊
学

﹃
も
う
一
つ
の
古
典
知
︱
前
近
代
日
本
の
知
の
可
能
性
︱
﹄
︑
前
田
雅
之

155

編
︑
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
二
年
︶
参
照
︒

︻
付
記
︼

本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
︑
貴
重
な
文
献
の
閲
覧
・
引
用
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
諸
機
関
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
な
お
︑
本
研
究
は

JS
P
S
科
研
費

JP
22K
00323
の
助
成
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
︒

︵
長
野
県
立
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部
教
授
)

嘉
永
四
年
版
本
﹃
大
塔
物
語
﹄
に
見
え
る
鷹
の
良
相
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て

一
五

15



一
六

16


