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五
．
お
わ
り
に

一
．
は
じ
め
に

　

平
安
時
代
中
期
の
歌
人
で
、
奔
放
な
愛
の
歌
で
知
ら
れ
た
左
近
衛
中
将
藤
原

実
方
（
？
〜
長
徳
四
・
九
九
八
年
）
は
陸
奥
守
在
任
中
現
地
で
急
死
し
た
と
言

わ
れ
、勅
撰
集
に
六
七
首
の
和
歌
を
残
し
、死
後
編
纂
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る『
実

方
集
』（
註
一
）
を
残
す
。
小
倉
百
人
一
首
に
も
選
ば
れ
、
中
古
歌
仙
三
十
六

人
に
も
名
を
連
ね
て
お
り
、
平
安
時
代
の
人
物
志
に
は
普
通
に
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
（
註
二
）。

　

歌
人
実
方
の
代
表
的
な
一
首
を
あ
げ
れ
ば
や
は
り
百
人
一
首
に
ひ
か
れ
た

『
後
拾
遺
集
』
の

　

か
く
と
だ
に
え
や
は
伊
吹
の
さ
し
も
草

　
　
　
　
　
　

さ
し
も
知
ら
じ
な
燃
ゆ
る
思
ひ
を

で
あ
ろ
う
か
。「
伊
吹
」
は
上
野
国
の
山
と
も
、
美
濃
・
近
江
の
境
の
伊
吹
山

と
も
い
い
、「
さ
し
も
草
」
は
灸
治
に
用
い
る
モ
グ
サ
で
、
人
知
れ
ず
燃
え
る

思
い
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
歌
の
た
め
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
滋
賀
県
伊
吹

山
は
灸
治
用
モ
グ
サ
の
名
産
地
で
も
あ
っ
た
。

　

日
本
で
は
古
来
優
れ
た
歌
人
を
追
悼
し
賞
賛
す
る
風
潮
が
あ
り
、
名
歌
人
と

な
る
と
死
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
周
辺
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
、
時
と
し
て
史
実

と
は
異
な
る
伝
承
も
付
け
加
え
ら
れ
る
。
柿
本
人
麻
呂
、
在
原
業
平
、
藤
原
定

家
、
西
行
な
ど
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
藤
原
実
方
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
没
後

ま
も
な
く
物
語
に
登
場
、
そ
の
後
も
そ
れ
に
脚
色
が
付
け
加
え
ら
れ
て
行
く
。

こ
の
「
実
方
中
将
伝
説
」
に
は
「
み
ち
の
く
」
が
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
し
か

も
都
で
は
東
北
と
は
異
な
る
形
の
言
い
伝
え
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
乏
し
い
資
料

か
ら
こ
の
歌
人
の
伝
承
を
集
め
纏
め
て
見
た
。

（
註
一
）『
実
方
集
』
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

二
八　

平
安
私
家
集　

岩
波
書
店　

藤
原
実
方
の
伝
説
　
　「
み
ち
の
く
」
か
ら
帰
還
し
た
歌
人
の
魂
　
　

野
　
﨑

　
　
　
準
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一
九
八
四 

　

正
し
く
は
「
實
方
」
で
あ
る
が
本
稿
で
は
実
方
と
表
記
す
る
。

（
註
二
）「
藤
原
実
方
」
角
田
文
衛
編
『
平
安
時
代
史
事
典
』　

角
川
書
店　

平
成
六
年

二
．
歌
人
実
方
に
ま
つ
わ
る
伝
説

　

藤
原
実
方
は
、
生
年
は
不
明
だ
が
侍
従
藤
原
定
時
（
貞
時
と
も
）
の
子
で
、

天
延
元
年
（
九
七
三
）
叙
爵
、
以
後
右
兵
衛
権
佐
、
左
近
少
将
、
右
馬
頭
、
左

近
中
将
な
ど
の
武
官
を
歴
任
し
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
陸
奥
守
に
任
じ
ら
れ
正

四
位
下
に
昇
叙
。
同
五
年
（
九
九
八
）
陸
奥
国
に
卒
す
、
と
い
う
伝
記
が
『
平

安
時
代
史
事
典
』（
註
二
文
献
）
等
に
あ
る
。
こ
の
陸
奥
守
赴
任
は
別
に
後
述

の
物
語
の
伝
え
る
よ
う
な
左
遷
人
事
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ

若
い
（
四
十
歳
前
後
と
す
る
説
も
あ
る
）
情
熱
の
歌
人
が
歌
枕
の
名
所
陸
奥
国

に
国
司
と
し
て
赴
任
、
帰
京
は
な
ら
ず
現
地
で
死
去
、
と
い
う
の
は
同
時
代
や

死
後
の
人
々
に
様
々
な
同
情
と
憶
測
を
生
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

　

先
ず
鎌
倉
時
代
初
期
に
源
顕
兼
の
著
し
た
『
古
事
談
』（
註
三
）
の
第
二
・

臣
節
の
章
に
始
め
は
藤
原
行
成
の
逸
話
と
し
て

　

一
條
院
御
時
。
実
方
【（
傍
注
）　

小
一
條
左
大
臣
師
尹
孫
、

侍
従
貞
時
子
、
母
左
大
臣
雅
経
女

】
與
行
成
【（
傍
注
）　
一

條
摂
政
伊
尹

義
孝
孫
。
少
将
男
謙
徳
公
為

子
、
母
大
納
言
保
光
卿
女

】
於
殿
上
口
論
之
間
。
実
方
取
行
成
之
冠
。
投
弃
小

庭
退
散
云
々
。

　

行
成
無
繆
気
。
静
喚
主
殿
司
。
取
寄
冠
。
擺
砂
着
之
云
。
左
道
ニ
イ
マ
ス

ル
公
達
哉
云
々
。

　

主
上
自
小
蔀
御
覧
ジ
テ
。
行
成
ハ
召
使
フ
ヘ
キ
者
也
ケ
リ
ト
テ
被
補
蔵
人

頭
【
干
時
備
前
介

前
兵
衛
佐
也

】実
方
ヲ
バ
歌
枕
見
テ
マ
ヰ
レ
ト
テ
被
任
陸
奥
守
云
々
。（
以

下
略
）

　

少
し
離
れ
て
実
方
の
物
語
が
あ
り
、

　

実
方
経
廻
奥
州
之
間
。
為
見
歌
枕
。
毎
日
出
向
。
或
日
ア
コ
ヤ
ノ
松
ミ
ニ

ト
テ
欲
出
之
處
。
国
人
申
云
。
ア
コ
ヤ
ノ
松
ト
申
所
此
国
中
ニ
ハ
候
ハ
子
ト

申
ノ
時
。
老
翁
一
人
進
出
テ
申
云
。
君
ハ
イ
ヅ
ベ
キ
月
ノ
イ
デ
ヤ
ラ
ヌ
カ
ナ

【
此
歌　

ミ
チ
ノ
ク
ノ
ア
コ

ヤ
ノ
松
ニ
コ
ガ
ク
レ
テ

】
ト
申
ス
古
歌
ヲ
思
召
テ
被
仰
下
候
歟
。　

然
バ
件

歌
ハ
出
羽
陸
奥
未
堺
之
時　

所
読
之
歌
也
。
被
堺
両
国
之
跡
者
。
件
松
出
羽

国
方
ニ
罷
成
候
也
ト
申
ケ
リ
。

　

叉
後
国
依
無
菖
蒲
。
五
月
五
日
水
草
ハ
同
故
ト
テ
カ
ツ
ミ
ヲ
被
葺
ケ
リ
。

其
後
国
習
今
如
斯
。

　

実
方
中
将
怨
不
補
蔵
人
頭
。
雀
ニ
成
テ
居
殿
上
小
台
盤　

云
々
。

と
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
話
は
有
名
に
な
り
、
鎌
倉
時
代
中
期
の
編
纂
と
い
う
『
十
訓
抄
』
に
も

「
行
成
為
実
方
被
打
落
冠
」
と
し
て
（
註
三
文
献
）

　

大
納
言
行
成
卿
い
ま
だ
殿
上
人
に
て
お
は
し
け
る
時
、
実
方
中
将
い
か
な

る
憤
や
あ
り
け
ん
、
殿
上
に
参
會
て
い
う
事
も
な
く
行
成
の
冠
を
打
落
て
小

庭
に
な
げ
捨
て
て
け
り
。
行
成
少
し
も
さ
は
が
ず
し
て
、
と
の
も
り
司
を
め
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し
て
、
冠
取
て
参
れ
と
て
、
冠
し
て
守
刀
よ
り
か
う
が
い
ぬ
き
取
り
て
、
び

ん
か
ひ
つ
く
ろ
ひ
て
居
直
り
て
、
い
か
な
る
事
に
て
候
や
ら
ん
、
忽
に
か
う

ほ
ど
の
乱
冠
に
預
る
べ
き
事
こ
そ
覚
侍
ね
、
そ
の
故
を
承
り
て
後
の
事
に
や

侍
る
べ
か
ら
ん
と
こ
と
う
る
は
し
く
い
わ
れ
け
り
。
実
方
は
し
ら
け
て
に
げ

に
け
り
。　

折
し
も
半
蔀
よ
り
主
上
御
覧
じ
て
、
行
成
は
い
み
じ
き
者
也
か

く
お
と
な
し
き
心
あ
ら
ん
こ
と
思
は
ざ
り
し
か
、
と
て
そ
の
お
り
蔵
人
頭
あ

き
た
り
け
る
け
る
に
多
く
の
人
を
超
て
な
さ
れ
に
け
り
。
実
方
を
ば
中
将
を

召
し
て
歌
枕
見
て
参
れ
と
て
陸
奥
国
の
守
に
な
し
て
ぞ
つ
か
は
さ
り
け
る
。

や
が
て
か
し
こ
に
て
失
に
け
り
。

　

実
方
蔵
人
頭
に
な
ら
れ
で
や
み
に
け
る
を
恨
に
て
、
執
と
ど
ま
り
て
雀
に

成
て
殿
上
の
小
台
盤
に
居
て
台
盤
を
く
ひ
け
る
よ
し
、
人
言
ひ
に
け
り
。

　

一
人
は
不
忍
に
よ
り
て
前
途
を
失
ひ
一
人
は
忍
を
信
じ
る
に
よ
り
て
褒
美

に
あ
へ
る
た
と
へ
な
り
。

と
あ
る
。
叉
鎌
倉
時
代
も
後
期
に
書
か
れ
た
吉
田
兼
好
『
徒
然
草
』
に
は
実
方

を
在
原
業
平
と
並
ぶ
歌
人
と
し
、
二
人
を
祀
る
社
が
上
賀
茂
神
社
に
あ
る
と
す

る
（
註
四
）。

　

第
六
十
七
段

　

賀
茂
の
岩
本
・
橋
本
は
、
業
平
・
実
方
な
り
。
人
の
常
に
言
ひ
ま
が
へ
侍

れ
ば
、
一
年
参
り
た
り
し
に
、
老
い
た
る
宮
司
の
過
ぎ
し
を
呼
び
止
め
て
、

尋
ね
侍
り
し
に
、「
実
方
は
、
御
手
洗
に
影
の
映
り
け
る
所
と
侍
れ
ば
、『
橋

本
や
、
な
ほ
水
の
近
け
れ
ば
』
と
覚
え
侍
る
。
吉
水
和
尚
の

　

 

月
を
め
で
花
を
眺
め
し
い
に
し
へ
の　

や
さ
し
き
人
は
こ
こ
に
あ
り
は
ら

と
詠
み
給
ひ
け
る
は
、
岩
本
の
社
と
こ
そ
承
り
置
き
侍
れ
ど
、
己
ら
よ
り
は
、

な
か
な
か
御
存
知
な
ど
も
こ
そ
さ
ふ
ら
は
め
」
と
、
い
と
う
や
う
や
し
く
言

ひ
た
り
し
こ
そ
、
い
み
じ
く
覚
え
し
か
。

　

今
出
川
院
近
衛
と
て
集
ど
も
に
あ
ま
た
入
り
た
る
人
は
、
若
か
り
け
る

時
、
常
に
百
首
の
歌
を
詠
み
て
、
か
の
二
つ
の
社
の
御
前
の
水
に
て
書
き
て

手
向
け
ら
れ
け
れ
は
、
誠
に
や
ん
事
な
き
誉
あ
り
て
、
人
の
口
に
あ
る
歌
多

し
。
作
文
・
詩
序
な
ど
、
い
み
じ
く
書
く
人
な
り
。

と
、
実
方
・
業
平
が
上
賀
茂
神
社
末
社
の
岩
本
・
橋
本
の
両
社
に
祀
ら
れ
て
い

る
と
し
て
い
る
。
な
お
吉
水
和
尚
と
は
慈
円
、
今
出
川
院
近
衛
は
歌
人
、
中
納

言
藤
原
伊
平
の
女
、と
い
う
。『
徒
然
草
』は
江
戸
時
代
に
は
何
度
も
版
行
さ
れ
、

多
く
の
人
に
読
ま
れ
た
た
め
か
後
世
の
反
響
も
多
い
。

　

阿
古
屋
の
松
が
陸
奥
国
か
ら
出
羽
国
に
変
わ
っ
た
の
を
知
る
話
は
『
平
家
物

語
』
巻
二
の
「
阿
古
屋
の
松
の
こ
と
」
に
日
本
六
十
六
国
は
三
十
三
カ
国
の
分

割
に
よ
る
物
、
と
し
実
方
が
阿
古
屋
の
松
を
探
す
話
を
国
境
変
更
の
例
と
し
て

引
用
し
て
い
る
。
同
じ
話
題
が
、
こ
れ
は
鎌
倉
時
代
を
過
ぎ
完
成
は
室
町
時
代

と
い
う
『
源
平
盛
衰
記
』
に
も
あ
る
。
巻
第
七
の
「
日
本
国
広
狭
の
事
」
で
あ

る
が
、
本
書
の
方
が
更
に
詳
し
い
の
で
引
用
す
る
（
註
五
）。

　

一
条
院
の
御
宇
、
大
納
言
行
成
の
末
の
殿
上
人
に
て
御
座
し
け
る
時
参
内

の
折
節
実
方
中
将
も
参
會
し
て
小
台
盤
所
に
着
座
し
た
り
け
る
が
日
此
の
意
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趣
を
ば
知
ら
ず
実
方
笏
を
取
直
し
て
い
ふ
事
も
な
く
行
成
の
冠
を
打
落
と
し

て
小
庭
に
抛
捨
て
た
り
け
れ
ば
も
と
ど
り
あ
ら
は
に
な
し
て
け
り
。
殿
上
階

下
目
を
驚
か
し
て
な
に
と
云
ふ
報
あ
ら
ん
と
思
け
る
に
行
成
騒
が
ず
閑
々
と

主
殿
司
を
召
し
て
冠
を
取
寄
せ
か
う
が
い
抜
出
し
て
髪
掻
直
し
冠
打
ち
き
て

殊
に
袖
掻
合
は
せ
実
方
を
敬
し
て
云
ひ
け
る
は
い
か
な
る
事
に
か
侍
ら
ん
忽

に
か
ほ
ど
の
乱
罰
に
預
る
べ
き
意
趣
覚
え
す
、
且
は
大
内
の
仕
出
な
り
且
は

傍
若
無
人
な
り
、
そ
の
故
を
承
て
報
答
後
の
事
に
や
侍
る
べ
か
ら
ん
と
事
う

る
さ
く
い
は
れ
け
れ
ば
実
方
し
ら
け
て
立
に
け
り
。
主
上
折
節
櫺
子
の
隙
よ

り
叡
覧
あ
っ
て
行
成
は
勇
々
し
き
穏
便
の
者
也
と
て
即
ち
蔵
人
頭
に
な
さ
れ

次
第
の
昇
進
と
ど
こ
ほ
り
な
し
。
実
方
中
将
を
召
し
て
歌
枕
注
し
て
進
ら
せ

よ
と
て
東
の
奥
へ
ぞ
流
さ
れ
け
る
。
実
方
三
年
の
間
名
所
名
所
を
注
し
け
る

に
阿
古
屋
の
松
ぞ
な
か
り
け
る
。
正
し
く
陸
奥
国
に
こ
そ
有
り
と
聞
き
し
か

と
て
此
れ
彼
れ
男
女
に
尋
ね
問
ひ
け
れ
共
教
る
人
も
な
く
知
り
た
る
者
も
な

か
り
け
り
、
尋
ね
侘
び
て
や
す
ら
ひ
行
き
け
る
程
に
一
人
の
老
翁
に
あ
へ

り
。
実
方
を
見
て
云
け
る
は
、
御
辺
は
思
ひ
す
る
人
に
こ
そ
御
座
れ
何
事
を

か
嘆
き
給
ふ
と
問
ふ
。
あ
こ
や
の
松
を
尋
ね
兼
た
り
と
答
へ
け
れ
ば
老
翁
聞

き
て
最
情
（
い
と
な
さ
け
）
そ
侍
る
。
是
や
こ
の

　

み
ち
の
く
の
あ
こ
や
の
松
の
木
高
き
に　

出
づ
べ
き
月
の
出
や
ら
ぬ
哉

と
い
ふ
事
侍
り
此
事
を
思
出
つ
つ
都
よ
り
遙
々
と
尋
ね
下
り
給
へ
る
に
や
と

い
へ
ば
実
方
さ
に
こ
そ
と
云
ふ
。
翁
の
曰
く
陸
奥
出
羽
一
国
に
て
候
ひ
し
時

こ
そ
陸
奥
国
と
は
申
し
た
れ
共
両
国
に
分
れ
て
後
は
出
羽
に
侍
る
な
り
。
彼

国
に
御
座
し
て
尋
ね
給
へ
と
申
し
け
れ
ば
即
出
羽
に
越
へ
て
阿
古
屋
の
松
を

も
見
た
り
け
り
。
彼
の
老
翁
と
云
ひ
け
る
は
鹽
竈
大
明
神
と
ぞ
聞
え
し
。
加

様
に
名
所
を
ば
注
し
て
進
ら
せ
た
れ
共
勅
免
は
な
か
り
け
る
。

　

大
分
脚
色
が
入
っ
て
い
る
が
概
要
は
『
古
事
談
』
の
引
き
写
し
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
こ
の
章
に
続
い
て

　

笠
島
道
祖
神
の
事

　
　

終
（
つ
ひ
）
に
奥
州
名
取
郡
笠
島
の
道
祖
神
に
蹴
殺
さ
れ
に
け
り
。
実

方
馬
に
乗
り
な
が
ら
彼
道
祖
神
の
前
を
通
ら
ん
と
し
け
る
に
人
諫
め
て
云

ひ
け
る
は
此
神
は
効
験
無
双
の
霊
神
、
賞
罰
分
明
な
り
、
下
馬
し
て
再
拝

し
て
過
ぎ
給
へ
と
云
ふ
。
実
方
問
て
云
ふ
何
な
る
神
ぞ
と
。
答
へ
け
る
は

こ
れ
は
都
の
賀
茂
の
河
原
の
西
一
條
の
北
の
辺
に
お
は
す
る
出
雲
路
の
道

祖
神
の
女
な
り
け
る
を
い
つ
か
か
し
づ
き
て
よ
き
夫
に
合
せ
ん
と
し
け
る

を
、
商
人
に
嫁
ぎ
て
親
に
勘
当
せ
ら
れ
て
此
国
へ
追
下
さ
れ
給
へ
り
け
る

を
国
人
こ
れ
を
敬
ひ
て
神
事
再
拝
す
。
上
下
男
女
所
願
あ
る
時
は
隠
相
を

造
り
て
神
前
に
懸
飾
り
奉
て
是
を
祈
り
申
す
に
叶
は
ず
と
云
事
な
し
。
我

が
御
身
も
都
の
人
な
れ
ば
さ
こ
そ
上
り
度
ま
し
ま
す
ら
め
。
敬
神
再
拝
し

て
祈
り
申
し
て
故
郷
に
還
上
り
給
へ
か
し
、
と
云
け
れ
ば
実
方
、
さ
て
は

此
神
下
品
の
女
神
に
や
、
我
下
馬
に
及
ば
ず
と
て
馬
を
打
ち
て
通
り
け
る

に
神
明
怒
を
成
し
て
馬
を
も
主
を
も
罰
し
殺
し
給
ひ
け
り
。
其
墓
彼
社
の

傍
に
今
に
是
有
り
と
い
へ
り
。
人
臣
に
列
し
て
人
に
礼
を
致
さ
ざ
れ
ば
流

罪
せ
ら
れ
神
道
を
欺
い
て
神
に
拝
を
成
さ
ざ
れ
ば
横
死
に
あ
へ
り
。
実
に

奢
る
人
な
り
け
り
。
さ
れ
共
都
を
恋
し
と
思
ひ
け
れ
ば
雀
と
云
小
鳥
に
な

り
て
常
に
殿
上
の
台
盤
に
居
り
台
飯
を
食
ひ
け
る
こ
そ
最
哀
れ
な
れ
。
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と
い
う
実
方
の
最
後
を
記
し
て
い
る
。

　

阿
古
屋
の
松
と
実
方
の
話
は
能
『
阿
古
屋
松
』
で
も
引
用
さ
れ
る
。
世
阿
弥

の
作
な
が
ら
長
く
上
演
さ
れ
ず
、
東
日
本
大
震
災
の
復
興
を
願
っ
て
近
年
演
じ

ら
れ
話
題
に
な
っ
た
。
実
方
の
前
で
老
翁
が
鹽
竈
大
明
神
と
し
て
現
れ
舞
う
物

語
で
あ
る
。

　

藤
原
行
成
に
実
方
が
遺
恨
を
も
っ
た
原
因
は
、
こ
れ
も
作
者
を
西
行
と
し
て

い
る
が
実
際
は
後
世
の
説
話
集
と
い
う
『
撰
集
抄
』
巻
八
（
註
六
）
に

中
務
元
輔
、
実
方
、
兼
方
、
忠
岑
歌
の
事

　

（ 

前
略
）
昔
殿
上
の
お
の
こ
ど
も
。
花
み
ん
と
て
東
山
に
お
は
し
た
り
け

る
に
。
俄
に
無
心
雨
降
て
人
々
実
騒
給
へ
り
け
る
に
実
方
中
将
い
と
さ

は
が
ず
木
の
本
立
寄
り
て

　
　

桜
が
り
雨
は
降
き
ぬ
同
じ
く
は　

ぬ
る
と
も
花
の
陰
に
宿
ら
ん

　

と
読
て
。
か
く
れ
給
は
ざ
り
け
れ
ば
。
花
よ
り
も
り
く
る
雨
に
さ
な
が
ら

ぬ
れ
て
装
束
し
ぼ
り
か
ね
侍
。
此
を
興
あ
る
こ
と
に
人
々
思
ひ
あ
は
れ
け

り
。
叉
の
日
斎
信
の
大
納
言
。
主
上
に
か
か
る
面
白
事
の
侍
し
と
被
奏
に
。

行
成
其
時
蔵
人
頭
に
お
は
し
け
る
が
。
歌
は
面
白
し
。
実
方
は
お
こ
な
り

と
。
の
給
て
け
り
。

　
　

此
詞
を
実
方
も
れ
聞
給
（
ひ
）
て
。
深
（
く
）
恨
を
ふ
く
み
給
ひ
し
と

そ
聞
侍
る
。（
後
略
）

　

実
方
は
な
お
『
今
昔
物
語
』（
註
七
）
に
も
藤
原
宣
方
と
の
別
れ
の
歌
の
贈

答
（
巻
二
四
の
三
七
）、
お
よ
び
陸
奥
守
と
し
て
初
期
武
士
団
の
頭
で
あ
る
「
余

五
と
澤
又
」
の
争
い
の
物
語
の
冒
頭
に
も
脇
役
で
登
場
す
る
（
巻
二
五
の
五
）、

実
方
在
任
中
の
東
北
地
方
は
平
安
で
あ
り
、
武
官
歴
任
の
実
方
は
初
期
武
士
団

に
も
睨
み
が
効
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
註
三
）
源
顕
兼　

『
古
事
談
』、
編
者
不
明　

『
十
訓
抄
』　

新
訂
増
補
国
史
大
系 

一
八　

吉
川
弘
文
館　

平
成
一
二
年

（
註
四
）
吉
田
兼
好
・
西
尾
実
校
注　

『
徒
然
草
』　

岩
波
書
店　

一
九
八
一
年

（
註
五
）『
校
訂
源
平
盛
衰
記
』　

博
文
館　

明
治
二
六
年

（
註
六
）
編
著
不
明　

『
撰
集
抄
』　

続
群
書
類
従　

第
三
十
二
輯　

昭
和
五
六
年

（
註
七
）『
今
昔
物
語　

本
朝
』　

新
訂
増
補
国
史
大
系 

一
七　

吉
川
弘
文
館　

平
成
一
一

年

三
．
後
世
の
脚
色
と
伝
説
の
地

　

藤
原
実
方
は
こ
の
よ
う
な
伝
説
の
人
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
中
世
を
経
て
近
世

に
な
る
と
な
お
人
気
の
あ
る
歌
人
と
し
て
語
り
継
が
れ
た
。
都
で
も
ゆ
か
り
の

地
が
顕
彰
さ
れ
、
さ
ら
に
熱
意
の
あ
ま
り
「
弁
慶
の
腰
掛
け
石
」「
牛
若
丸
太

刀
洗
い
の
池
」
の
ご
と
き
捏
造
観
光
名
所
も
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
格
的

な
京
都
の
名
所
案
内
の
始
ま
り
と
い
う
『
都
名
所
図
絵
』（
註
八
）
に
は
、

巻
の
二　

平
安
城
尾

　

【
更
雀
寺
】
は
三
条
通
大
宮
の
西
に
あ
り
。
浄
土
宗
に
て
本
尊
阿
弥
陀
仏
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は
真
日
の
作
な
り
。
中
将
実
方
朝
臣
勅
を
う
け
て
歌
枕
の
為
に
吾
妻
に
赴
き

陸
奥
に
お
い
て
卒
す
。
其
の
霊
雀
と
な
り
て
こ
の
寺
の
森
に
棲
む
と
住
主
観

智
法
印
の
夢
に
見
ゆ
る
。
故
に
雀
森
と
も
称
す
。
こ
の
地
も
と
は
大
内
裏
の

勧
学
院
の
地
な
り
と
も
云
ふ
。
実
方
塔
、
寺
内
に
あ
り
。

　

『
山
州
名
跡
志
』（
註
九
）
に
は
も
う
少
し
詳
し
く

　

○
森
豊
山
更
雀
寺　

在
四
条
通
大
宮
西

　

（
中
略
）
古
此
地
ニ
大
樹
ア
リ
、
諸
鳥
群
舎
ス
。
一
時
当
寺
住
主
観
知
法

印
ア
リ
。
其
夢
中
ニ
雀
来
テ
告
テ
云
。
吾
ハ
是
一
条
帝
ノ
侍
臣
中
将
実
方

也
。
於
陸
奥
卒
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、想
帰
洛
、鬱
意
妄
執
ノ
故
ニ
飛
鳥
ト
ナ
ッ

テ
帰
来
ス
。
先
程
ノ
余
縁
ヲ
以
テ
当
寺
ノ
森
ニ
遊
ブ
。
師
為
吾
斎
戒
シ
テ

抜
苦
破
罪
ノ
為
祈
念
、
仏
寺
ヲ
勤
修
セ
バ
苦
輪
ヲ
脱
（
ま
ぬ
が
）
レ
ナ
ン

ト
云
々
。

と
あ
り
、
こ
の
後
寺
号
を
更
雀
寺
と
し
た
と
い
う
が
、
こ
こ
は
勧
学
院
の
跡
地

で
、「
勧
学
院
ノ
雀
ハ
不
学
ニ
テ
蒙
求
ヲ
囀
ル
」
の
諺
が
寺
名
の
起
源
だ
ろ
う

と
し
て
い
る
。

　

叉
『
山
城
名
跡
巡
行
志
』（
註
一
〇
）
に
も

【
更
雀
寺
】
浄
土
宗
西
山
派

　
　

…
…
中
将
実
方
ノ
霊
雀
ニ
成
リ
テ
当
寺
ノ
杜
ニ
遊
テ
住
主
観
智
ニ
告
テ

【図版二】更雀寺雀塚正面 【図版一】現在の更雀寺　　　　 　
　　　　京都市左京区静原、雀塚
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追
善
ヲ
請
フ
、
因
テ
名
ト
ス
。
此
寺
墓
内
ニ
実
方
朝
臣
ノ
塔
ア
リ
。（
原

漢
文
）

と
記
さ
れ
る
な
ど
多
く
の
名
所
案
内
に
あ
り
、
こ
こ
に
雀
が
居
つ
い
た
の
は
勧

学
院
の
森
だ
っ
た
か
ら
と
す
る
説
も
あ
る
。

　

右
京
区
四
条
通
大
宮
西
の
市
街
地
に
あ
っ
た
こ
の
寺
は
昭
和
五
〇
年
代
に
左

京
区
静
原
に
移
転
し
た
。
叡
山
電
鉄
京
都
精
華
大
学
前
駅
の
近
く
に
あ
る
現
在

の
寺
に
は
本
堂
の
前
に
径
三
メ
ー
ト
ル
程
の
塚
が
あ
る
。
五
〇
セ
ン
チ
も
な
い

低
い
塚
の
上
に
は
実
方
の
塔
で
あ
ろ
う
か
、
地
輪
以
下
は
寄
せ
集
め
の
石
造
五

輪
塔
が
あ
り
、「
雀
塚
」
と
記
し
た
石
碑
が
建
て
ら
れ
、
陶
器
の
雀
の
人
形
が

飾
ら
れ
て
い
た
（
図
版
一
〜
三
）。

　

『
都
名
所
図
絵
』
に
は
更
に
上
賀
茂
神
社
の
岩
本
・
橋
本
二
社
に
も
言
及
す

る
、巻

之
六　

後
玄
武　

鴨
下
上
皇
太
神
宮
の
御
社

　

（
末
社
の
）
岩
本
橋
本
の
二
社
は
住
吉
和
歌
の
二
神
と
も
、
ま
た
業
平
実

方
の
化
現
な
り
と
も
云
ひ
伝
ふ
。

　

と
『
徒
然
草
』
の
話
題
を
記
し
て
い
る
。
上
賀
茂
神
社
の
末
社
に
業
平
・
実

方
を
祀
る
話
は
現
在
の
神
社
の
説
明
板
に
は
見
え
な
い
が
名
所
案
内
に
は
頻
出

し
、『
雍
州
府
志
』（
註
一
一
）
に

　

岩
本
社　

片
岡
の
社
と
沢
田
の
社
の
間
に
あ
り
。
け
だ
し
岩
上
に
神
籍
を

構
ふ
る
故
に
こ
の
名
あ
る
か
。
橋
本
は
二
ノ
鳥
居
の
北
、
堀
の
西
に
在
り
。

…
…
…
神
祇
拾
遺
に
曰
く
住
吉
玉
津
島
は
和
歌
の
両
神
な
り
。
業
平
実
方
常

に
此
の
社
に
詣
り
和
歌
の
秀
逸
を
祈
る
。
世
人
二
人
を
し
て
両
神
の
化
現
な

り
と
す
。

と
あ
る
。
又
北
村
季
吟
『
菟
芸
泥
封
』（
つ
ぎ
ね
ふ
）（
註
一
二
）
に
は

　

橋
本
社　

細
殿
の
辺
戌
亥
の
石
橋
の
傍
に
お
は
す
る
故
に
号
橋
本
。
神
祇

拾
遺
抄
云
。
岩
本
橋
本
は
玉
津
島
住
吉
、
和
歌
の
両
神
也
。
業
平
実
方
常
に

件
の
社
を
拝
し
和
歌
に
秀
ん
こ
と
を
祈
り
遂
に
家
風
な
り
て
誉
、
海
内
に
み

つ
る
の
故
に
世
人
両
神
の
化
現
と
云
々
。

【図版三】 雀塚実方塔。五輪の塔
であるが地輪と台座は
別の物。付近の雀は陶
器のフィギュア　　　
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徒
然
草
に
「
賀
茂
の
岩
本
・
橋
本
は
、
業
平
・
実
方
な
り
。
吉
水
和
尚
の

　

月
を
め
で
花
を
眺
め
し
い
に
し
へ
の　

や
さ
し
き
人
は
こ
こ
に
あ
り
け
る

と
よ
み
給
ひ
し
は
、
岩
本
の
社
と
云
々
。
橋
本
社
は
御
手
洗
川
に
影
の
う
つ

り
た
る
所
と
云
々
。

　

ほ
ぼ
同
趣
旨
の
記
事
は
『
京
師
巡
覧
集
』
一
四
に
も
あ
り
（
註
一
三
）。「
岩

本
橋
本
ハ
住
吉
和
歌
ノ
両
神
ナ
リ
。
業
平
実
方
ハ
常
ニ
拝
件
二
社
祈
和
歌
ノ

秀
、
遂
ニ
家
風
成
テ
誉
溢
海
内
。
云
々
」

と
あ
る
。

　

こ
の
二
社
は
上
賀
茂
神
社
、
正
式
名
は
「
加
茂
別
雷
神
社
」
の
二
四
末
社
の

【図版四】上賀茂神社。京都市北区上賀茂

【図版五】橋本社、上賀茂神社境内【図版六】岩本社、同じく上賀茂神社境内
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内
に
現
存
し
、
本
殿
前
の
橋
の
手
前
に
朱
色
の
玉
垣
を
回
す
一
間
社
流
造
の
社

が
橋
本
神
社
、
本
殿
の
東
、
片
岡
社
の
近
く
、
川
中
に
張
り
出
し
た
大
き
な
石

の
上
に
立
つ
同
規
模
の
社
が
岩
本
神
社
で
あ
る
（
図
版
四
〜
六
）。
橋
本
社
は

扁
額
だ
け
で
あ
る
が
、
岩
本
社
に
は
説
明
板
が
あ
り
、「
祭
神
は
底
筒
男
神
、

中
筒
男
神
、表
筒
男
神
」と
あ
る
の
で
住
吉
三
神
で
あ
る
。
神
社
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
、
観
光
案
内
に
は
業
平
・
実
方
の
話
は
見
え
な
い
が
、『
徒
然
草
』
に
記
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
百
人
一
首
の
故
事
解
説
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
た
め
か
、

ネ
ッ
ト
上
に
は
多
く
紹
介
記
事
が
あ
る
。

　

『
出
来
斉
京
土
産
』（
註
一
三
）
に
は
ま
た
、

出
雲
路
道
祖
神

　

（
前
略
）
藤
原
実
方
朝
臣
、
歌
枕
求
む
と
て
奥
州
に
く
だ
り
馬
に
の
り
て

社
の
前
を
と
ほ
る
に
、
実
方
あ
な
ど
り
て
下
馬
せ
ざ
る
事
を
、
神
い
か
り

て
馬
は
斃
れ
実
方
も
死
せ
し
を
社
の
そ
ば
に
う
づ
み
し
か
ば
、
実
方
の
霊

あ
な
が
ち
に
都
を
恋
ひ
て
化
し
て
す
ず
め
と
な
り
、
禁
中
の
台
盤
所
に
来

り
水
を
飲
み
餌
（
え
ば
み
）
せ
し
と
。
こ
れ
を
入
内
雀
と
い
ふ
と
か
や
。

と
書
い
て
い
る
。

　

出
雲
路
道
祖
神
は
昔
は
鴨
川
の
川
辺
に
あ
っ
た
が
現
在
は
上
京
区
幸
上
町

（
さ
い
の
か
み
ち
ょ
う
）
に
あ
る
。
石
鳥
居
と
玉
垣
を
回
し
た
鞘
堂
に
収
ま
っ

た
社
殿
が
あ
り
、
そ
の
向
か
っ
て
右
奥
に
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
し
め
縄
を

は
っ
た
黒
い
石
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
も
大
き
な
河
原
石
が
集
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
石
に
は
「
猿
田
大
明
神
御
神
石
」
の
標
示
石
が
あ
る
。
神
社
の
説
明

板
に
は
祭
神
が
猿
田
彦
神
、
相
殿
に
天
御
中
主
命
、
天
照
大
神
、
大
国
主
命
、

天
鈿
女
命
等
八
柱
、
し
ば
し
ば
類
焼
の
災
い
を
受
け
規
模
は
小
さ
く
な
っ
た
が

元
は
平
安
京
の
鬼
門
鎮
守
、
源
平
盛
衰
記
に
も
見
え
る
、
と
あ
る
（
図
版
七
〜

九
）。

　

な
お
「
出
雲
路
」
は
出
雲
国
に
通
じ
る
道
で
は
な
く
、
こ
の
地
が
愛
宕
郡
出

雲
郷
で
あ
っ
た
の
に
因
む
地
名
で
あ
る
。「
京
の
出
入
口
」
は
奇
妙
で
、
丹
波

国
と
反
対
の
地
に
「
丹
波
口
」
の
地
名
が
あ
っ
た
り
す
る
。

　

な
お
実
方
の
命
日
は
、
根
拠
不
明
な
が
ら
『
日
次
記
事
』
に
十
一
月
十
七
日

と
さ
れ
て
い
る
（
註
一
四
）。

【図版七】幸神社こと出雲路道祖神社遠景。
京都市上京区幸上町　
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と
こ
ろ
で
陸
奥
に
あ
る
と
い
う
実
方
の
墓
は
西
行
（
一
一
一
六
〜
九
〇
）
が

『
新
古
今
和
歌
集　

哀
傷
歌
』（
註
一
五
）
に

　

陸
奥
へ
ま
か
り
け
る
に
野
中
に
目
に
た
つ
塚
の
侍
り
け
る
を
問
は
せ
侍
り

け
れ
ば　

こ
れ
な
む
中
将
の
つ
か
と
申
す　

と
答
へ
け
れ
ば　

中
将
と
は
い

づ
れ
の
人
ぞ　

と
問
ひ
侍
り
け
れ
ば　

実
方
朝
臣
の
こ
と　

と
な
む
申
し
け

る
に　

冬
の
事
に
て
霜
枯
の
薄
ほ
の
ぼ
の
と
見
え
わ
た
り
て　

折
ふ
し
物
悲

し
う
覚
え
侍
り
け
れ
ば

　

朽
ち
も
せ
ぬ
そ
の
名
ば
か
り
を
と
と
め
置
き
て

　
　
　
　
　

枯
野
の
薄
形
見
に
ぞ
見
る

　

と
あ
り
、
古
く
か
ら
陸
奥
国
名
取
郡
の
箕
輪
・
笠
島
の
地
と
さ
れ
て
い
る
。

松
尾
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
紀
行
で
は
皐
月
の
豪
雨
の
た
め
見
学
は
で
き
な

か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

現
在
の
「
実
方
中
将
の
墓
」
は
宮
城
県
名
取
市
愛
島
塩
手
の
、
野
中
で
な
く

山
裾
の
、
玉
垣
に
囲
ま
れ
た
目
に
立
つ
と
も
言
え
な
い
小
さ
い
塚
で
、
石
柱
と

西
行
の
歌
碑
が
あ
っ
た
。
筆
者
は
そ
の
南
の
名
取
の
道
祖
神
・
佐
具
叡
神
社

と
、
そ
の
近
く
の
笠
島
廃
寺
は
何
度
も
訪
れ
た
が
実
方
の
墓
は
一
度
し
か
見
た

記
憶
が
無
い
。

　

仙
台
藩
の
学
者
、
佐
久
間
洞
巌
の
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』（
註
一
六
）
は
巻

之
五
名
取
郡
で
こ
の
地
を
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。
先
ず
「
笠
島
道
祖
神
」
の

項
で

【図版八】幸神社本殿【図版九】幸神社の猿田大明神御神石
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在
笠
島
村
。
祭
洛
陽
賀
茂
川
西
一
條
北
出
雲
路
道
祖
神
之
女
也
。
往
昔
私

通
商
賈
。
故
所
謫
流
死
。
干
此
州
人
立
祠
之
。
以
元
夜
為
祭
日
焉
。
九
月
十

九
日
。
令
神
輿
之
干
北
釜
還
。
郷
人
祈
神
。
有
応
則
為
陰
相
。
而
賽
之
。 

…
…

　

続
け
て
「
按
ズ
ル
ニ
」
と
し
て
道
祖
神
は
猿
田
彦
神
で
あ
る
と
の
考
証
を
述

べ
る
。

　

更
に
続
い
て
の
「
実
方
中
将
墓
」
は
『
神
社
考
』、『
古
事
談
』
そ
れ
に
西
行

の
『
山
家
集
』
も
引
用
、
此
の
地
に
は
実
方
の
落
馬
し
た
「
停
馬
地
」、
落
馬

し
た
実
方
を
担
ぎ
込
ん
だ
「
寓
舎
宅
」、
病
気
が
重
く
な
っ
た
実
方
が
遺
書
を

書
い
た
「
臥
書
地
」、
遺
骸
を
安
置
し
た
「
肆
尸
地
」、
荼
毘
に
付
し
た
「
火
葬

地
」
が
あ
り
、
村
名
「
塩
手
村
」
は
実
方
の
乗
馬
の
馬
具
「
し
お
で
（

）」

を
埋
め
た
地
と
す
る
。
更
に
道
祖
神
の
東
南
に
「
中
将
宮
」
が
あ
り
、
白
雀
と

化
し
た
実
方
が
妖
怪
を
な
し
た
の
で
神
号
を
授
け
て
こ
こ
に
祀
っ
た
、
と
あ

る
。
以
下
実
方
の
代
表
的
な
和
歌
十
三
首
を
引
用
、
解
説
し

「
自
笠
島
至
此
。
凡
十
四
条
。
共
記
実
方
事
実
。
以
備
便
覧
」
と
し
め
く
く

る
。
活
字
版
の
仙
台
叢
書
で
八
頁
に
及
ぶ
。

　

み
ち
の
く
の
歌
枕
は
宮
城
県
、
そ
れ
も
仙
台
市
と
多
賀
城
・
松
島
・
塩
竈
周

辺
に
集
中
し
て
い
る
の
は
国
府
多
賀
城
に
近
い
か
ら
、
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
野

田
の
玉
川
」
の
よ
う
に
県
外
に
も
ご
当
地
を
名
乗
る
歌
枕
が
こ
こ
に
あ
る
の

は
、
上
方
文
化
に
あ
こ
が
れ
た
仙
台
藩
の
家
風
、
佐
久
間
洞
巌
が
そ
れ
を
忖
度

し
て
…
…
と
古
代
史
の
余
談
に
先
生
方
か
ら
何
度
か
聞
い
た
記
憶
が
あ
る
。
本

書
の
実
方
絶
賛
な
ど
が
そ
の
根
拠
に
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

実
物
は
す
で
に
残
っ
て
お
ら
ず
、
何
代
目
の
子
孫
と
称
す
る
松
も
な
い
の
が

「
陸
奥
の
阿
古
屋
の
松
」
で
あ
る
が
、
ご
当
地
を
主
張
し
て
い
る
の
は
出
羽
国

村
山
郡
、
現
在
の
山
形
市
平
清
水
の
千
歳
山
で
あ
る
。

　

『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
は
巻
之
一
三
出
羽
国
村
山
郡
に

阿
古
屋
松

　
　

歌
枕
曰
出
羽
也
。
古
事
談
曰
。
実
方
経
廻
奥
州
之
間
。
為
見
歌
枕
。
毎

日
出
行
。
或
日
あ
こ
や
の
松
見
む
と
て
欲
出
之
所
国
人
申
て
い
は
く
。
あ

こ
や
の
松
と
申
所
此
国
中
候
は
ね
と
申
せ
し
時
老
翁
一
人
進
出
申
曰
。
君

は
出
べ
き
月
の
出
や
ら
ぬ
か
な
と
古
歌
を
思
召
て
被
仰
下
候
歟
。
然
は
件

の
所
は
出
羽
陸
奥
等
堺
之
時
可
談
話
之
歌
也
。
彼
堺
両
国
之
後
也
。
件
松

出
羽
国
方
に
罷
成
候
也
と
申
け
り
。

　
　

古
歌　

み
ち
の
く
の
あ
こ
や
の
松
に
こ
が
く
れ
て　

い
つ
へ
き
月
の
出

や
ら
ぬ
か
な

以
下
阿
古
屋
松
を
詠
ん
だ
和
歌
、
実
方
の
墓
を
詠
ん
だ
漢
詩
を
載
せ
る
。
本
書

は
出
羽
国
に
つ
い
て
は
簡
単
な
記
事
し
か
な
い
の
で
、
明
治
に
伊
勢
齋
助
の
追

加
し
た
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
補
修
編
』（
仙
台
叢
書
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
下

巻
に
収
録
）
に
は
、
こ
の
地
に
萬
松
寺
が
あ
り
、
実
方
の
子
朝
元
の
立
て
た
墓

と
追
福
碑
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
地
は
江
戸
時
代
末
か
ら
陶
器
生
産
が
お
こ
り
、
現
在
も
「
平
清
水
焼
」

の
陶
器
工
房
が
並
び
「
梨
青
磁
」
な
ど
の
民
芸
色
ゆ
た
か
な
作
品
を
作
っ
て
い
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る
。
何
度
か
訪
問
し
、
当
時
ま
だ
残
っ
て
い
た
薪
焚
き
の
連
房
式
登
り
窯
を
見

学
、
轆
轤
に
よ
る
器
物
の
製
作
法
を
学
ん
だ
が
、
阿
古
屋
松
は
観
光
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
に
名
前
が
出
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
月
の
出
が
隠
さ
れ

る
程
の
巨
木
で
あ
っ
た
ら
し
く
、「
阿
古
屋
姫
と
老
松
の
精
」
の
悲
恋
物
語
な

ど
も
伝
わ
る
が
、
実
方
と
直
接
の
関
係
は
な
い
。

　

『
実
方
集
』
に
は
実
方
の
和
歌
に
「
安
達
の
真
弓
」「
は
ば
か
り
の
関
」「
勿

来
の
関
」
な
ど
東
北
の
歌
枕
が
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
に
は
実
方
来
訪
伝
説

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

栃
木
県
宇
都
宮
市
に
「
雀
宮
神
社
」
が
あ
る
。
御
諸
別
尊
を
祭
神
と
し
「
鎮

め
の
宮
」
を
社
名
の
起
源
と
す
る
が
、
藤
原
実
方
の
妻
が
奥
州
に
向
か
う
途
次

此
の
地
で
没
し
、
奥
州
で
死
ん
だ
実
方
が
雀
に
な
っ
て
塚
を
訪
れ
た
と
い
う
伝

承
も
あ
る
と
同
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
。
ま
た
神
奈
川
県
横
浜
市
戸
塚
区

に
も
「
実
方
塚
」
が
あ
る
と
言
う
。

（
註
八
）
秋
里
籬
島　

竹
村
俊
則
校
注　

『
都
名
所
図
絵
』　

角
川
文
庫　

昭
和
四
三
年

（
註
九
）
大
島
武
好　

『
山
州
名
跡
志
』　

新
修
京
都
叢
書　

第
一
六
巻　

昭
和
五
一
年

（
註
一
〇
）『
山
城
名
跡
巡
行
志
』　

新
修
京
都
叢
書　

第
二
二
巻　

昭
和
四
四
年

（
註
一
一
）
黒
川
道
祐　

『
雍
州
府
志
』　

新
修
京
都
叢
書　

第
一
〇
巻　

昭
和
四
三
年

（
註
一
二
）
北
村
季
吟　

『
菟
芸
泥
封
』（
つ
ぎ
ね
ふ
）　

新
修
京
都
叢
書　

第
一
二
巻　

昭

和
四
七
年

（
註
一
三
）『
京
師
巡
覧
集
』・『
出
来
斉
京
土
産
』　

新
修
京
都
叢
書　

第
一
一
巻　

昭
和

四
九
年

（
註
一
四
）
黒
川
道
祐　

『
日
次
記
事
』　

新
修
京
都
叢
書　

第
四
巻　

昭
和
五
一
年

（
註
一
五
）
佐
々
木
信
綱
校
訂　

『
新
古
今
和
歌
集
』　

岩
波
書
店　

昭
和
四
八
年

　
　
　
　

 　

な
お
こ
の
文
は
西
行
の
『
山
家
集
』
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
註
一
六
）
佐
久
間
洞
巌　

『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』　

仙
台
叢
書　

昭
和
三
年

四
．「
歌
人
の
魂
」
の
帰
京
伝
説

　

東
北
で
最
期
を
遂
げ
、
伝
説
で
は
こ
の
地
に
埋
葬
さ
れ
た
実
方
は
、
都
へ
の

帰
還
も
そ
の
後
の
昇
進
の
夢
も
か
な
わ
ず
、
魂
は
雀
に
な
っ
て
帰
京
、
平
安
京

清
涼
殿
の
「
台
盤
所
」
の
飯
を
食
い
散
ら
し
た
と
い
う
の
が
伝
説
の
終
わ
り
で

あ
る
。

　

小
鳥
の
雀
は
ス
ズ
メ
目
ス
ズ
メ
科
の
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
温
暖
地
に
分
布

す
る
鳥
で
、
日
本
の
雀
は
人
家
に
近
く
住
み
着
き
、
雑
食
性
で
稲
の
害
虫
を
食

べ
る
が
収
穫
期
に
は
実
っ
た
稲
を
食
い
荒
ら
し
、
鳴
子
や
案
山
子
で
駆
除
さ

れ
、
猟
鳥
と
し
て
食
用
に
も
さ
れ
る
。
人
な
つ
こ
い
が
飼
育
は
難
し
く
、
生
態

に
も
不
明
な
こ
と
が
多
い
と
動
物
図
鑑
の
類
に
は
見
え
る
（
註
一
七
）。

　

現
代
の
京
都
で
も
神
社
の
境
内
や
公
園
で
人
の
少
な
い
時
、
ベ
ン
チ
で
休
ん

で
い
る
と
鳩
と
と
も
に
雀
が
近
寄
っ
て
き
て
餌
を
催
促
す
る
こ
と
が
あ
る
（
図

版
一
〇
・
一
一
）。
さ
す
が
に
欧
米
の
公
園
の
小
鳥
の
よ
う
に
人
の
体
に
止

ま
っ
た
り
手
か
ら
直
接
餌
を
取
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
お
し
ゃ
べ
り
な

町
衆
を
「
京
雀
」
と
言
う
よ
う
に
さ
え
ず
り
も
何
か
訴
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　

前
記
『
出
来
斉
京
土
産
』
に
は
実
方
の
化
け
た
雀
が
内
裏
に
入
り
込
ん
だ
の

で
「
入
内
雀
」
と
言
う
と
書
か
れ
て
い
た
が
、
同
じ
ス
ズ
メ
目
ス
ズ
メ
科
の
鳥

48

藤
原
実
方
の
伝
説　
　

「
み
ち
の
く
」
か
ら
帰
還
し
た
歌
人
の
魂　
　



に
「
ニ
ュ
ウ
ナ
イ
ス
ズ
メ
」
が
い
る
。
羽
の
模
様
が
ス
ズ
メ
と
少
し
違
い
、
人

家
を
離
れ
た
山
林
に
住
み
、
春
夏
に
東
日
本
で
営
巣
・
繁
殖
し
、
秋
に
西
日
本

に
移
動
し
て
稲
を
食
い
荒
ら
し
越
冬
す
る
。
こ
の
ス
ズ
メ
の
名
は
実
方
伝
説
に

よ
る
も
の
ら
し
く
、
京
都
市
動
物
園
の
ニ
ュ
ウ
ナ
イ
ス
ズ
メ
の
解
説
に
も
同
様

に
書
か
れ
て
い
た
。

　

政
略
に
よ
り
失
脚
、
大
宰
権
卒
に
左
遷
さ
れ
て
大
宰
府
に
卒
し
、
怨
霊
は
大

政
威
徳
天
天
満
大
自
在
天
神
と
な
り
豪
雨
と
落
雷
で
平
安
京
を
荒
ら
し
、
政
敵

を
殺
し
、
名
誉
回
復
、
天
台
座
主
に
よ
る
調
伏
と
北
野
寺
・
北
野
神
社
の
建
立

で
よ
う
や
く
沈
静
さ
せ
ら
れ
た
菅
原
道
真
に
比
べ
る
と
穏
や
か
で
あ
る
が
、
菅

原
道
真
の
怨
霊
は
実
は
藤
原
氏
内
部
の
権
力
争
い
、
特
に
藤
原
師
輔
に
よ
る
道

真
失
脚
の
首
謀
者
藤
原
時
平
と
つ
な
が
る
藤
原
実
頼
の
一
族
の
追
い
落
と
し
に

利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
角
田
文
衛
博
士
に
解
明
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
註
一
八
）。

　

平
安
宮
清
涼
殿
台
盤
所
の
穀
物
を
食
い
荒
ら
し
た
実
方
ス
ズ
メ
が
現
代
の

「
京
都
の
魔
界
伝
説
」
の
類
の
各
書
で
も
無
視
か
小
さ
な
扱
い
で
す
ん
で
い
る

の
は
幸
運
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
本
来
空
を
飛
ぶ
鳥
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
が

「
死
出
の
田
長
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
現
世
と
冥
界
を
つ
な
ぐ
神
秘
的
な
存
在

な
の
で
あ
る
が
、
鳴
子
や
案
山
子
で
駆
逐
で
き
、
害
鳥
よ
り
も
稲
の
虫
を
食
べ

る
益
鳥
と
も
さ
れ
る
ス
ズ
メ
で
は
政
治
利
用
に
も
使
え
そ
う
に
な
い
。

　

注
意
す
べ
き
は
東
北
で
は
「
実
方
中
将
は
死
後
ス
ズ
メ
に
な
っ
て
都
に
帰
っ

【図版一〇】京都の雀。神泉苑にて【図版一一】 京都の雀。冬の寒風に羽毛を
立てた「ふくら雀」。　　　　

　　　　京都府立植物園にて　 　
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た
」
と
い
う
話
は
あ
ま
り
大
き
く
扱
わ
れ
て
い
な
い
事
で
あ
る
。
み
ち
の
く
に

死
ん
だ
歌
人
の
魂
は
永
遠
に
み
ち
の
く
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
ほ
し
い
、
と
い
う

の
が
佐
久
間
洞
巌
ら
み
ち
の
く
人
の
願
い
な
の
だ
ろ
う
か
。

（
註
一
七
）
三
上　

修　

『
ス
ズ
メ　

つ
か
ず
・
は
な
れ
ず
二
千
年
』　

岩
波
科
学
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー　

二
〇
一
三
年

（
註
一
八
）
角
田
文
衛　
「
師
輔
な
る
人
物
」『
平
安
の
春
』
所
収
、
講
談
社
学
術
文
庫　

一
九
九
九
年

五
．
お
わ
り
に

　

「
都
と
み
ち
の
く
」
に
深
く
関
わ
る
人
物
で
国
文
学
以
外
に
は
あ
ま
り
注
目

さ
れ
て
い
な
い
の
が
藤
原
実
方
で
あ
っ
た
。
大
半
が
伝
説
の
人
で
あ
り
取
り
上

げ
る
ほ
ど
の
資
料
も
あ
る
ま
い
と
思
っ
て
い
た
ら
京
都
に
は
意
外
と
伝
承
が
多

く
、
そ
の
割
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
気
づ
い
て
調
べ
て
み
た
の

が
本
稿
で
あ
る
。

　

実
方
の
伝
承
が
文
献
に
見
え
る
の
は
没
後
数
世
紀
を
経
て
か
ら
で
、
こ
れ
を

「
み
ち
の
く
」
と
の
関
係
で
早
く
注
目
さ
れ
た
高
橋
富
雄
博
士
も
、「
こ
の
は

な
し
は
面
白
い
が
、
ま
と
も
に
と
る
の
は
『
お
こ
』
な
よ
う
で
あ
る
」（
註
一
九
）

と
、
伝
説
の
大
半
は
風
流
の
貴
公
子
と
し
て
美
化
さ
れ
た
若
い
歌
人
の
物
語
と

し
て
の
後
世
の
も
の
、
と
さ
れ
た
。
し
か
し
実
方
を
敬
愛
し
た
そ
の
後
の
人
々

は
更
に
伝
説
を
付
け
加
え
、
佐
久
間
洞
巌
の
調
査
し
た
江
戸
時
代
の
笠
島
道
祖

神
周
辺
は
今
日
の
名
作
文
学
・
映
画
・
漫
画
の
聖
地
め
ぐ
り
の
ご
と
き
様
相
を

呈
し
て
い
た
。
そ
れ
も
今
は
ま
た
塚
と
歌
碑
と
を
「
形
見
に
ぞ
見
る
」
の
み
で

あ
る
が
。

　

「
都
と
み
ち
の
く
」
の
関
わ
り
を
伝
え
る
物
語
は
多
い
が
、
藤
原
実
方
に
つ

い
て
は
都
、
み
ち
の
く
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
が
や
や
相
違
し
て
い
る
の
で
改
め
て

精
査
し
、
と
り
ま
と
め
た
物
で
あ
る
。

（
註
一
九
）
高
橋
富
雄　

『
み
ち
の
く
の
世
界
』　

角
川
新
書　

昭
和
四
〇
年

　

本
稿
も
資
料
探
索
に
多
く
の
か
た
が
た
の
ご
助
力
を
得
た
。
衷
心
よ
り
御
礼

を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　

 

（
令
和
元
年
七
月
三
一
日
）
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「
み
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ら
帰
還
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た
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