
は
じ
め
に

徒
然
草
の
著
者
で
あ
る
兼
好
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら

な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
近
世
以
前
に
知
ら
れ
て
い
た
兼
好
の
事
跡
と
し

て
は
、
わ
ず
か
に
『
太
平
記
』
巻
二
十
一
「
塩
谷
判
官
讒
死
の
事
」
に
書

か
れ
て
い
る
、
兼
好
が
高
師
直
の
た
め
に
艶
書
を
代
筆
し
た
も
の
の
失
敗

し
て
師
直
の
勘
気
に
触
れ
た
こ
と
や
、『
正
徹
物
語
』
に
お
い
て
言
及
さ

れ
て
い
る
簡
単
な
記
述
、
す
な
わ
ち
「
兼
好
は
俗
に
て
の
名
也
。
久
我
か

徳
大
寺
か
の
諸
大
夫
に
て
あ
り
し
也
。
官
が
滝
口
に
て
有
り
け
れ
ば
、
内
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伊
賀
国
種
生
に
お
け
る
兼
好
終
焉
伝
説
の
展
開

　　　＊1）

島
　
内
　
裕
　
子

要
　
旨

江
戸
時
代
に
は
、『
徒
然
草
』
の
著
者
で
あ
る
兼
好
が
、
晩
年
を
伊
賀
国
種
生
で
過
ご
し
、
そ
こ
で
没
し
た
と
す
る
説
が
流
布
し
て
い
た
。
こ
の
説
を
反
映
し
て
、

種
生
と
い
う
地
名
を
題
名
に
し
た
『
種
生
伝
』
と
い
う
兼
好
の
伝
記
が
書
か
れ
た
。
ま
た
、
伊
賀
国
地
誌
に
は
、
兼
好
の
墓
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
、
そ
こ
に
は
種
々
の

兼
好
伝
の
記
事
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
伊
賀
国
に
あ
る
兼
好
の
墳
墓
と
さ
れ
る
塚
が
文
学
的
な
名
所
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
弟
子
の
服

部
土
芳
も
こ
こ
を
訪
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
近
代
に
な
っ
て
か
ら
も
、
伊
賀
種
生
の
兼
好
の
旧
跡
を
訪
ね
る
人
々
は
「
種
生
探
訪
」
と
も
言
う
べ
き
、
訪
問
記
を
書
い
て

い
る
し
、
地
元
で
も
兼
好
の
旧
跡
が
顕
彰
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
種
生
の
兼
好
旧
跡
を
実
地
に
調
査
し
、
地
元
資
料
も
踏
ま
え
て
、
近
世
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
、
種
生
に
お
け
る
兼
好
終
焉
伝
説
と
そ
の
展
開
を

概
観
し
、
次
の
四
点
か
ら
考
察
し
た
。
第
一
に
、
種
生
常
楽
寺
に
現
存
す
る
『
兼
好
上
人
略
伝
』
の
紹
介
と
、
近
世
兼
好
伝
に
お
け
る
こ
の
作
品
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
。
第
二
に
、『
標
柱
伊
賀
名
所
記
』
に
書
か
れ
た
兼
好
関
係
資
料
に
つ
い
て
。
第
三
に
、
服
部
土
芳
に
お
け
る
兼
好
と
『
徒
然
草
』
へ
の
関
心
に
つ
い
て
。
第
四
に
、

種
生
を
訪
れ
た
人
々
の
探
訪
記
と
地
元
で
の
兼
好
顕
彰
に
つ
い
て
。

以
上
の
考
察
を
通
し
て
、
文
学
作
品
と
し
て
の
『
徒
然
草
』
だ
け
で
な
く
、
著
者
で
あ
る
兼
好
へ
の
関
心
も
近
世
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
一
貫
し
て
か
な
り
た

か
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



裏
の
宿
直
に
参
り
て
、
常
に
玉
体
を
拝
し
奉
り
け
る
。
後
宇
多
院
崩
御
成

り
し
に
よ
り
て
遁
世
し
け
る
也
。
優
し
き
発
心
の
因
縁
也
」、
お
よ
び
、

著
者
・
成
立
と
も
に
未
詳
の
『
吉
野
拾
遺
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
兼
好

が
木
曽
に
結
庵
し
た
が
そ
の
後
、
諸
国
を
漂
泊
し
て
京
都
に
戻
っ
た
こ
と

く
ら
い
し
か
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
近
世
に
な
っ
て
徒
然
草
が
流
布
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
上

記
の
三
書
に
加
え
て
、
新
た
な
数
々
の
事
跡
を
記
載
し
た
兼
好
伝
が
、
何

種
類
も
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
わ
た
く
し
は
、
近
世
に
書
か
れ
た
そ
れ

ら
の
兼
好
伝
を
総
称
し
て
「
近
世
兼
好
伝
」
と
名
付
け
、
す
で
に
い
く
つ

か
の
論
文
を
発
表
し
て
き
た
が
（
１
）
、
本
稿
で
は
、
本
年
（
平
成
十
五
年
）
五

月
に
行
っ
た
三
重
県
青
山
町
種
生
で
の
現
地
調
査
を
踏
ま
え
て
、
伊
賀
種

生
に
お
け
る
兼
好
終
焉
伝
説
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
観
点

か
ら
考
察
を
行
う
。

第
一
に
、
三
重
県
青
山
町
種
生
・
常
楽
寺
蔵
『
兼
好
上
人
略
伝
』
と
刊

本
『
種
生
伝
』
の
関
係
に
つ
い
て
。
第
二
に
、『
標
柱
伊
賀
名
所
記
』
に

お
け
る
兼
好
関
連
資
料
に
つ
い
て
。
第
三
に
、
服
部
土
芳
に
お
け
る
兼
好

お
よ
び
徒
然
草
へ
の
関
心
に
つ
い
て
。
第
四
に
、
伊
賀
の
種
生
を
訪
れ
た

文
人
た
ち
と
現
地
に
お
け
る
兼
好
顕
彰
の
動
向
に
つ
い
て
。
以
上
の
四
点

を
中
心
と
し
て
、
伊
賀
に
お
け
る
兼
好
終
焉
伝
説
と
そ
の
広
が
り
を
論
じ

た
い
。

一
　
常
楽
寺
蔵
『
兼
好
上
人
略
伝
』
の
性
格

現
在
、
常
楽
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
兼
好
上
人
略
伝
』
一
軸
は
、
著

者
で
あ
る
篠
田
厚
敬
本
人
が
、
か
つ
て
元
禄
の
頃
に
種
生
を
訪
れ
て
奉
納

し
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
兼
好
伝
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
『
兼
好
上

人
略
伝
』
は
、
早
く
冨
倉
徳
次
郎
に
よ
っ
て
、「
兼
好
上
人
伝
記
一
巻

（
種
生
伝
本
文
の
写
し
）
（
２
）」
と
紹
介
さ
れ
、
最
近
の
研
究
で
も
「
彼
（
引
用

者
注
・
篠
田
厚
敬
）
の
自
著
『
種
生
伝
』
を
書
写
し
、
軸
装
し
た
も
の
（
３
）
」

と
さ
れ
て
い
る
。

今
回
、
常
楽
寺
住
職
・
樋
口
有
弘
氏
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
調
査
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
結
果
、『
兼
好
上
人
略
伝
』
と
『
種
生
伝
』
に
は
、
表
現
の

異
同
が
多
く
、
こ
の
両
書
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
と
い

う
印
象
を
強
く
受
け
た
。
両
書
の
比
較
の
前
に
、『
種
生
伝
』
の
概
要
を

述
べ
て
お
き
た
い
。

『
種
生
伝
』
は
、
篠
田
厚
敬
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
兼
好
の
一
代
記
で
、

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
。
た
だ
し
跋
文
に
は
元
禄
甲
戌

と
あ
り
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。『
種
生
伝
』
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
兼
好
伝
説
と
そ
の
展
開
（
４
）
」
で
、

近
世
に
書
か
れ
た
一
連
の
兼
好
伝
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
行
い
、
ま
た
、

正
徳
三
年
版
『
種
生
伝
』
の
全
文
の
翻
刻
と
内
容
に
関
す
る
考
察
研
究
も

拙
著
『
徒
然
草
の
変
貌
』（
ぺ
り
か
ん
社
・
一
九
九
二
年
刊
）
に
収
載
し
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て
い
る
の
で
（
５
）
、
こ
こ
で
は
概
要
だ
け
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
内
容
は
、

卜
部
氏
系
図
に
始
ま
り
、
兼
好
の
人
と
な
り
・
小
弁
と
の
恋
の
苦
悩
・
萩

戸
で
の
怪
鳥
退
治
・
恋
の
ゆ
く
え
・
堀
河
基
具
の
死
と
延
政
門
院
一
条
と

の
贈
答
歌
・
恋
の
露
見
と
東
下
り
・
小
弁
の
死
と
帰
京
・
後
宇
多
院
崩
御

と
兼
好
の
出
家
・
世
の
中
の
変
化
・
木
曽
の
庵
と
諸
国
放
浪
・
双
岡
の
無

常
所
と
徒
然
草
の
執
筆
・
伊
賀
で
の
終
焉
、
か
ら
な
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
の
特
徴
は
、
単
に
兼
好
の
事
跡
を
列
挙
す
る
方
法
を
と

ら
ず
、『
兼
好
家
集
』
の
和
歌
を
多
数
使
い
な
が
ら
、
物
語
風
に
書
い
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
が
『
種
生
伝
』
よ
り
も
早
く
、
宝
永
三
年

（
一
七
〇
六
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
兼
好
諸
国
物
語
』（
閑
寿
著
）
と
異
な

る
。『
兼
好
諸
国
物
語
』
で
は
、
短
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
列
挙
し
、
し
か
も

兼
好
自
身
の
伝
記
と
は
直
接
関
係
の
な
い
仁
和
寺
の
法
師
の
話
（『
徒
然

草
』
第
五
十
三
段
）
な
ど
も
書
か
れ
、
伝
記
と
し
て
の
統
一
性
や
凝
縮
力

に
欠
け
る
。

こ
の
よ
う
に
『
種
生
伝
』
は
、
近
世
兼
好
伝
の
中
で
も
、
文
学
的
な
完

成
度
が
最
も
高
い
作
品
で
あ
る
。
そ
の
『
種
生
伝
』
と
比
較
し
て
、『
兼

好
上
人
略
伝
』
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
兼
好
上
人
略

伝
』（
以
下
、『
略
伝
』
と
略
称
す
る
）
の
全
文
翻
刻
は
別
の
機
会
を
俟
ち

た
い
が
、
本
稿
で
は
両
書
の
主
な
相
違
点
を
報
告
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、

両
書
の
原
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
表
記
・
句
読
点
な
ど
私
意
に
改
め
た

箇
所
も
あ
る
。

第
一
に
、
冒
頭
の
卜
部
氏
の
系
譜
を
述
べ
る
部
分
の
表
現
が
か
な
り
違

う
こ
と
。
た
と
え
ば
、『
種
生
伝
』
の
書
き
出
し
は
、「
兼
好
法
師
の
い
に

し
へ
を
た
づ
ね
侍
る
に
、
む
か
し
、
あ
め
つ
ち
の
は
じ
め
に
、
国
常
立
の

尊
の
御
弟
、
天
御
中
主
の
尊
と
申
す
お
は
し
ま
し
け
り
」
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
『
略
伝
』
の
書
き
出
し
は
、「
む
か
し
、
あ
め
つ
ち
の
は
ぢ
め
、

国
常
立
の
尊
の
御
時
に
、
天
の
御
中
主
の
尊
と
申
す
お
は
し
ま
し
け
り
」

と
な
っ
て
い
る
。『
種
生
伝
』
で
、「
兼
好
法
師
の
い
に
し
へ
を
た
づ
ね
侍

る
に
」
と
あ
る
冒
頭
部
分
が
『
略
伝
』
に
は
な
く
、
や
や
唐
突
な
書
き
出

し
で
あ
る
。『
種
生
伝
』
で
は
、
こ
の
書
が
兼
好
伝
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず

明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
種
生
伝
』
で
は
「
あ
め
つ
ち
の
は
じ
め
に
」

と
あ
る
部
分
が
『
略
伝
』
で
「
に
」
を
欠
く
の
は
ご
く
小
さ
な
異
同
で
あ

り
、
こ
の
程
度
の
異
同
は
全
体
に
わ
た
っ
て
多
数
あ
る
が
、『
種
生
伝
』

で
「
国
常
立
の
尊
の
御
弟
、
天
御
中
主
の
尊
」
と
な
つ
て
い
る
箇
所
が
、

『
略
伝
』
で
は
「
国
常
立
の
尊
の
御
時
に
、
天
の
御
中
主
の
尊
」
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
看
過
で
き
な
い
異
同
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
後
の
部
分
で
、

『
種
生
伝
』
で
は
「
意
美
麻
呂
」
を
「
お
み
ま
ろ
」
と
読
ま
せ
て
い
る
が
、

『
略
伝
』
で
は
「
い
み
ま
ろ
」
と
な
っ
て
お
り
、
兼
好
の
時
代
に
近
く
な

っ
て
か
ら
の
人
名
で
も
、
兼
忠
・
兼
親
・
兼
政
の
官
職
名
が
『
種
生
伝
』

で
は
「
神
祇
官
長
上
」、『
略
伝
』
で
は
「
神
祇
伯
長
上
」
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
兼
好
の
父
で
あ
る
兼
顕
に
つ
い
て
も
『
種
生
伝
』
で
は
「
皇
大
祖

天
御
中
主
尊
よ
り
、
四
十
八
世
の
後
胤
と
か
や
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
略
伝
』
で
は
「
高
太
祖
天
御
中
主
尊
よ
り
四
十
八
世
の
後
裔
と
か
や
」

で
あ
り
、
表
現
が
異
な
る
。
今
挙
げ
た
例
は
冒
頭
部
の
主
な
異
同
で
あ
る
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が
、
卜
部
氏
の
系
譜
を
述
べ
る
部
分
だ
け
で
も
、
か
な
り
の
違
い
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
従
来
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
『
種
生
伝
』
を

書
写
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
異
同
が
多
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
表
現
が
大
き
く
違
う
箇
所
が
あ
る
こ
と
。
卜
部
氏
系
譜
の
部

分
で
は
、
一
字
・
二
字
の
違
い
と
い
っ
た
異
同
で
あ
っ
た
が
、
兼
好
の
伝

記
が
詳
し
く
物
語
風
に
書
か
れ
る
部
分
に
な
る
と
、
も
っ
と
大
き
な
表
現

の
違
い
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
兼
好
と
小
弁
の
恋
が
露
顕
す
る
あ
た

り
の
重
要
な
場
面
で
あ
る
。
な
お
、『
種
生
伝
』
と
『
略
伝
』
の
表
記
や

字
配
り
の
違
い
を
示
す
た
め
に
、
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
左
記
に
、
原
書

通
り
に
翻
刻
し
た
。

（『
種
生
伝
』）か
く
れ
た
る
よ
り
あ
ら
ハ
な
る
は
な
し
。
人
も

し
り
け
る
に
や
折
々
か
よ
ひ
た
る
か
た

も
。
み
そ
か
に
な
り
ぬ
。
し
の
ひ
て
行
た
れ
と

え
あ
は
て
か
へ
り
き
て
。
よ
み
て
つ
か
ハ
し
け
る

し
の
ふ
山
ま
た
こ
と
か
た
に
道
も
か
な

ふ
り
ぬ
る
あ
と
ハ
人
も
こ
そ
し
れ

い
か
に
し
て
か
父
権
守
此
哥
を
見
出
て
。
う
ち

は
ら
た
ち
。
い
な
か
へ
つ
か
ハ
し
て
。
ひ
と
ま
に
こ
め
。

か
た
く
ま
も
ら
せ
け
り
。

（『
略
伝
』）
（

こ
の
部
分
は
省
略
　
　
）
か
く
れ
た

る
よ
り
あ
ら
ハ
な
る
ハ
な
し
人
も
し
り
け
る

に
や
折
々
か
よ
ひ
た
る
か
た
も
み
そ
か
に
な

り
ぬ
忍
ひ
て
行
た
れ
と
あ
ハ
て
の
ミ
帰
り

き
て
よ
ミ
て
つ
か
は
し
け
る

忍
ぶ
山
ま
た
こ
と
か
た
に
道
も
か
な
ふ
り

ぬ
る
あ
と
ハ
人
も
こ
そ
し
れ
い
か
に
し
て
か

父
権
守
此
歌
を
見
出
て
う
ち
は
ら
た
ち

や
か
て
む
す
め
を
い
な
か
へ
や
り
て
ひ
と
ま
な
る

と
こ
ろ
に
こ
め
か
た
く
ま
ほ
ら
せ
け
り

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
表
現
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

ま
た
、
和
歌
の
書
き
方
も
異
な
る
。『
種
生
伝
』
で
は
、
和
歌
の
引
用
は
、

二
字
下
げ
て
二
行
書
き
に
し
て
行
頭
を
揃
え
て
書
き
、
本
文
の
所
々
に
入

る
和
歌
が
一
目
で
見
や
す
い
。
一
方
『
略
伝
』
で
は
、
和
歌
を
二
字
下
げ

て
書
く
が
、
行
末
ま
で
来
る
と
次
は
二
字
下
げ
ず
に
行
頭
か
ら
書
き
、
そ

の
和
歌
の
末
尾
に
続
け
て
次
の
本
文
を
書
い
て
い
る
の
で
、
和
歌
と
本
文

が
連
続
し
て
し
ま
い
、
読
み
に
く
い
。

第
三
の
大
き
な
違
い
は
、『
種
生
伝
』
に
は
挿
絵
が
入
っ
て
い
る
が
、

『
略
伝
』
に
は
挿
絵
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
先
に

引
用
し
た
冨
倉
徳
次
郎
の
「
種
生
伝
本
文
の
写
し
」
と
い
う
記
述
は
、
刊

本
『
種
生
伝
』
に
あ
る
挿
絵
が
、『
略
伝
』
に
は
な
い
の
で
、
そ
の
こ
と

を
「『
略
伝
』
に
は
挿
絵
は
な
く
、『
種
生
伝
』
の
本
文
だ
け
を
写
し
た
も
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の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
種
生
伝
本
文
の
写
し
」
と
記
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

以
上
、
略
述
で
は
あ
る
が
、『
種
生
伝
』
と
『
兼
好
上
人
略
伝
』
の
相

違
を
見
て
き
た
。
両
書
に
こ
の
よ
う
な
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
、
ど

の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
可
能
性
は
、
大
き
く
二
通
り
あ

ろ
う
。
第
一
の
可
能
性
と
し
て
は
、
両
書
の
表
現
・
表
記
の
違
い
が
大
き

く
、
か
つ
『
略
伝
』
が
元
禄
年
間
に
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
説
を
も
勘
案
す

る
な
ら
ば
、『
略
伝
』
を
初
稿
、『
種
生
伝
』
を
改
稿
と
解
釈
す
る
こ
と
。

従
来
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、「『
略
伝
』
は
『
種
生
伝
』
の
本
文
を
写
し

た
も
の
で
あ
る
」
と
か
、「
自
著
『
種
生
伝
』
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る

で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
は
、『
略
伝
』
と
『
種
生
伝
』
が
同
一
の
も
の

で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
招
き
や
す
い
。

『
略
伝
』
を
初
稿
、『
種
生
伝
』
を
改
稿
と
す
る
推
測
に
は
『
種
生
伝
』

の
奥
書
が
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
の
奥
書
で
は
執
筆
自
体
を
「
元
禄
甲
戌
」

と
し
な
が
ら
、
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
正
徳
二
年
で
あ
り
、
そ
の
間
に

十
八
年
も
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
ど
の
よ
う
に
考

え
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の
時
期
（
一
七
一
二
年
）
に

『
種
生
伝
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、『
兼
好
諸
国
物
語
』
の
刊
行
（
一
七
〇

六
年
）
に
刺
激
さ
れ
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
篠

田
厚
敬
は
、『
諸
国
物
語
』
の
刊
行
を
受
け
て
、
し
か
し
な
が
ら
兼
好
の

伝
記
を
書
い
た
の
は
、
そ
も
そ
も
は
自
分
の
執
筆
の
方
が
か
な
り
早
か
っ

た
（
一
六
九
四
年
）
こ
と
を
、
こ
の
奥
書
で
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。『
諸
国
物
語
』
の
出
版
を
契
機
と
す
る
定
稿
『
種
生
伝
』
の

完
成
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
刊
本
『
種
生
伝
』
と
異
同
も
多
く
、
挿

絵
も
入
っ
て
い
な
い
『
略
伝
』
が
存
在
す
る
の
か
の
と
い
う
疑
問
に
も
応

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
篠
田
厚
敬
は
、
元
禄
七
年
に
書
き
上
げ
た

『
略
伝
』
を
、
兼
好
ゆ
か
り
の
種
生
の
地
に
奉
納
し
た
。
そ
の
後
、
出
版

に
あ
た
り
、
推
敲
・
改
訂
し
、
さ
ら
に
『
諸
国
物
語
』
に
は
挿
絵
も
入
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、『
種
生
伝
』
に
も
挿
絵
を
入
れ
て
刊
行
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、『
種
生
伝
』
刊
行
の
一
年
前
に
各
務

支
考
の
『
徒
然
の
讃
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
関
係
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

近
世
兼
好
伝
の
展
開
に
つ
い
て
現
代
の
研
究
者
が
考
究
す
る
場
合
、
少

な
く
と
も
刊
行
さ
れ
た
兼
好
伝
相
互
の
関
連
を
考
え
る
場
合
は
、
跋
文
な

ど
に
書
か
れ
て
い
る
年
代
よ
り
も
、
刊
行
の
順
の
方
を
重
視
す
る
の
が
よ

い
と
思
う
。

第
二
の
可
能
性
と
し
て
は
、
現
存
の
『
略
伝
』
は
、『
種
生
伝
』
の
著

者
篠
田
厚
敬
が
書
い
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
誰
か
が
『
種
生
伝
』
に
よ

り
な
が
ら
書
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
の

で
あ
る
。
先
に
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
現
存
の
『
略
伝
』
一
軸
に
は
、
脱

落
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、『
種
生
伝
』
で
言
え
ば
末
尾
近
く
、「
世
の
中

の
変
化
」
を
書
い
た
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
兼
好
と
頓
阿
の
贈
答
歌

（「
米
賜
へ
、
銭
も
欲
し
」「
米
は
な
し
、
銭
少
し
」
の
歌
）
な
ど
が
含
ま

れ
る
。
自
著
を
一
軸
に
仕
立
て
て
奉
納
し
た
に
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
脱
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落
は
杜
撰
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。『
種
生
伝
』
と
の
多
数
の
異
同
も
含

め
て
、
現
存
常
楽
寺
蔵
『
兼
好
上
人
略
伝
』
を
指
し
て
、「
自
著
『
種
生

伝
』
を
書
写
し
、
軸
装
し
た
も
の
で
、
前
記
『
徒
然
草
拾
遺
抄
』
付
記
の

最
後
に
、『
兼
好
略
伝
一
巻
』
と
記
さ
れ
る
も
の
に
相
違
な
い
」（
川
平
氏

注
３
論
文
）
と
ま
で
断
定
す
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
た
く

し
と
し
て
は
、
現
存
『
兼
好
上
人
略
伝
』
が
、
元
禄
時
代
の
奉
納
品
そ
の

も
の
の
よ
う
に
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
刈
谷
図
書
館
蔵
『
種

生
紀
行
』
に
は
、
不
二
亭
凡
聖
が
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
に
種
生
の

兼
好
塚
を
訪
れ
、
名
主
の
小
竹
氏
宅
に
保
管
さ
れ
て
い
た
『
兼
好
上
人
略

伝
』
を
脱
落
箇
所
な
く
、
全
文
書
写
し
た
も
の
（
そ
こ
で
は
篠
田
厚
敬
の

後
の
名
を
舟
橋
栄
閑
と
す
る
。）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。（
国
文
学
研
究
資

料
館
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。）
こ
の
『
種
生
紀
行
』
は
、

当
時
の
兼
好
塚
の
様
子
、
凡
聖
・
翫
酸
の
両
吟
、
兼
好
画
像
の
模
写
な
ど

を
含
む
。
本
作
品
に
関
す
る
論
考
は
別
稿
を
用
意
す
る
と
と
も
に
、
平
成

十
六
年
秋
に
三
重
県
青
山
町
で
行
な
わ
れ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
を
予

定
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、『
種
生
伝
』
と
常
楽
寺
現
存
『
兼
好
上
人
略
伝
』

の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
種
生
紀
行
』
も
介
在
さ
せ
な
が
ら
、
今
後
さ
ら

に
詳
し
く
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
る
し
、
そ
の
際
に
は
近
世
兼
好
伝
研
究

全
体
の
中
で
考
え
て
行
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

二
『
標
注
伊
賀
名
所
記
』
に
見
る
兼
好
関
係
資
料

前
節
で
概
観
し
た
『
兼
好
上
人
略
伝
』
や
『
種
生
伝
』
の
よ
う
な
兼
好

伝
が
書
か
れ
た
り
、
兼
好
塚
を
探
訪
す
る
『
種
生
紀
行
』
が
書
か
れ
た
り

る
こ
と
自
体
、
伊
賀
・
種
生
に
お
け
る
兼
好
終
焉
説
の
浸
透
が
見
ら
れ
る

が
、
そ
れ
で
は
、
伊
賀
国
地
誌
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
な
記
述
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
伊
賀
国
の
地
誌

を
集
大
成
し
た
も
の
と
し
て
、『
標
注
伊
賀
名
所
記
』
を
取
り
上
げ
、
当

該
箇
所
を
全
文
掲
げ
て
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
た
い
。
従
来
の
研
究
に
お

い
て
も
、『
伊
賀
名
所
記
』
や
『
標
注
伊
賀
名
所
記
』
の
当
該
箇
所
は
断

片
的
に
紹
介
さ
れ
、
考
察
も
加
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
当
該
箇

所
の
全
文
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
標
注
」
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

内
容
を
紹
介
し
て
、
伊
賀
に
お
け
る
兼
好
伝
説
の
広
が
り
を
再
確
認
し
た

い
。
部
分
部
分
の
限
定
的
な
引
用
は
、
全
体
を
見
失
う
懼
れ
が
あ
ろ
う
。

『
標
柱
伊
賀
名
所
記
』
は
、
入
交
省
斎
（
一
七
九
六
〜
一
八
六
五
）
が

編
述
し
た
伊
賀
国
地
誌
で
、
省
斎
に
よ
る
「
は
し
が
き
」
末
尾
に
、「
天

保
十
と
せ
あ
ま
り
四
と
せ
と
い
ふ
と
し
　
正
月
わ
か
菜
つ
む
日
　
や
ま
ぶ

き
の
や
守
一
し
る
す
」
と
あ
り
、
一
八
四
三
年
一
月
の
成
立
で
あ
る
。
省

斎
は
伊
賀
上
野
藩
士
で
、
初
め
小
川
氏
、
名
守
一
、
号
や
ま
ぶ
き
の
舎
な

ど
。
伊
賀
上
野
藩
士
入
交
信
安
の
養
嗣
子
。
他
に
後
述
す
る
『
校
正
兼
好

法
師
家
集
』
な
ど
の
編
著
が
あ
る
（
６
）
。
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以
下
の
翻
刻
に
あ
た
り
、
句
読
点
と
清
濁
は
、
私
に
付
し
た
。
ま
た
、

本
文
の
割
注
は
、
括
弧
の
中
に
一
行
書
き
で
引
用
し
た
。
ま
た
、「
標
注
」

部
分
は
詳
細
で
あ
る
の
で
、
適
宜
私
意
に
区
切
り
、
番
号
を
付
し
、
考
察

の
便
宜
を
図
っ
た
。

な
お
、『
標
柱
伊
賀
名
所
記
』
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
マ

イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ル
ム
に
拠
っ
た
。

【
本
文
】

国
見
山

名
張
の
お
く
な
り
。
此
所
の
ち
か
き
あ
た
り
に
、
田
井
の
庄
と
い
ふ

所
に
、
兼
好
法
師
の
石
塔
あ
る
よ
し
、
至
寶
抄
に
侍
る
故
、
た
づ
ね

ま
か
り
し
に
、
田
井
と
い
ふ
村
の
ち
ひ
さ
き
一
村
の
杉
の
内
に
、
兼

好
庵
の
跡
と
て
、
其
跡
侍
る
。
石
塔
な
ど
も
、
爰
に
あ
り
け
る
に
や
。

兼
好
は
発
心
の
後
、
此
国
に
す
み
給
ひ
け
る
に
や
。
頓
阿
な
ど
も
、

此
所
を
行
脚
せ
ら
れ
け
る
。
ま
た
、
其
頃
ほ
ひ
の
事
に
や
。

【
挿
絵
】

「
国
見
山
　
并
　
草
蒿
寺
」

「
兼
好
古
墳
」

【
標
注
】①

国
見
山
、
今
按
、
伊
賀
郡
に
属
き
て
、
上
野
府
よ
り
五
里
、
辰

巳
の
か
た
種
生
村
に
あ
り
。
准
后
記
曰
、
国
見
山
・
草
蒿
寺
ア
リ
。

信
西
法
師
、
開
基
本
願
也
。

②
園
大
暦
曰
（
巻
第
十
八
）、
観
応
元
年
二
月
三
日
、
兼
好
法
師

在
伊
賀
、
罹
病
之
由
、
有
其
聞
、
発
心
随
僧
、
尤
可
惜
之
由
、
上
皇

之
勅
ニ
依
、
典
薬
院
和
気
清
元
趣
彼
地
、
且
給
米
穀
三
十
石
。

③
七
日
、
自
橘
伊
賀
守
成
忠
、
馳
使
价
奏
云
、
沙
門
兼
好
法
師
、

弥
尤
病
難
治
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
典
薬
頭
ノ
薬
腹
用
之
事
嫌
之
。
且
又
、

生
死
無
常
之
急
者
、
桑
門
之
喜
所
也
ト
、
振
頭
諸
薬
不
用
之
。
依
之
、

今
一
許
之
又
米
穀
者
、
近
村
之
土
民
ニ
充
行
之
云
云
。
七
日
、
二
条

良
基
公
、
潜
称
急
病
、
籠
居
有
之
。
是
併
兼
好
年
来
之
和
歌
之
友
タ

リ
。
故
為
病
問
、
伊
賀
国
ニ
潜
立
越
之
由
、
知
人
多
也
。

④
吉
田
社
司
卜
部
兼
顕
四
男
、
修
行
因
縁
兼
好
法
師
。
既
ニ
歴
三

代
。
諷
花
月
、
吟
雪
日
、
感
会
者
常
離
・
盛
者
必
滅
之
道
理
、
而
出

神
家
東
漂
西
泊
、
既
十
五
歳
。
茲
中
頃
伊
賀
守
橘
成
忠
、
招
之
（
成

忠
伊
賀
国
荒
木
郷
）。
故
趣
伊
賀
国
、
居
成
忠
之
亭
。
居
三
年
、
通

成
忠
之
娘
（
中
宮
之
少
弁
病
患
而
里
居
十
七
歳
）。
し
の
ぶ
山
ま
た

こ
と
か
た
に
道
も
が
な
ふ
り
ぬ
る
あ
と
は
人
も
こ
そ
し
れ
。詠
此
歌
、

事
顕
、
而
兼
好
密
出
伊
賀
国
、
臻
桑
名
、
越
木
曽
地
、
詠
和
歌
。
又

見
信
濃
更
科
月
、
詠
和
歌
。
往
所
有
逸
歌
。
東
行
事
終
、
而
又
住
吉

田
并
並
岡
麓
。
成
忠
猶
慕
旧
友
之
縁
、
而
赦
前
罪
、
而
招
之
。
又
趣

焉
。
終
結
菴
于
伊
賀
国
国
見
山
麓
田
井
庄
、
遂
往
生
素
懐
云
云
。

⑤
十
八
日
、
兼
好
卒
。
自
成
忠
之
許
註
進
。
上
皇
・
主
上
并
諸
院
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居
、
触
縁
度
節
御
感
涙
、
宸
禁
ヲ
ナ
ヤ
マ
サ
レ
勅

ヲ
ヌ
ラ
サ
ル
ヽ

ト
云
云
。

⑥
廾
一
日
、
草
庵
ノ
内
ニ
残
ル
処
ノ
者
、
唯
古
筆
経
・
自
筆
之
老

子
経
・
源
氏
物
語
須
磨
明
石
之
巻
・
神
代
巻
二
冊
・
反
古
手
習
之
書

捨
二
包
・
墨
衣
二
襲
。
其
外
者
、
唯
平
夕
之
宿
衣
之
衾
、
食
碗
等
也
。

同
宿
之
童
命
松
丸
、
就
良
基
之
家
司
、
献
兼
好
生
前
之
一
首
并
病
中

之
詠
。
あ
る
か
な
き
世
の
な
ら
は
し
も
わ
す
ら
れ
て
を
く
る
ゝ
身
に

は
夢
か
と
ぞ
お
も
ふ
。
な
き
人
の
こ
の
頃
お
ほ
き
世
や
更
に
つ
ね
と

し
り
て
も
を
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
。
右
者
病
中
之
詠
也
。
あ
り
と
だ
に
人

に
し
ら
れ
ぬ
み
の
程
や
み
そ
か
に
ち
か
き
明
ぼ
の
ゝ
月
。
右
生
前
之

歌
ニ
シ
テ
、
去
月
廾
八
日
詠
之
由
、
申
上
也
。

⑦
廾
五
日
、
米
穀
五
十
石
・
鳥
目
二
千
貫
ヲ
賜
リ
、
田
井
庄
墓
ヲ

キ
ヅ
キ
、
遍
照
寺
ノ
僧
ヲ
召
テ
、
其
事
ヲ
被
命
。（
伊
賀
）
国
分
寺

ニ
葬
事
ヲ
被
勤
之
。

廾
七
日
、
謚
賜
権
僧
都
之
官
。

⑧
好
問
斎
云
、
国
見
山
・
草
蒿
寺
ハ
、
准
后
記
ニ
出
ル
。
天
正
ノ

兵
乱
ニ
、
国
中
ノ
良
民
、
此
ニ
屯
ス
ト
云
。
種
生
村
ニ
ア
リ
。
兼
好

法
師
墓
、
草
蒿
寺
ノ
境
内
ニ
ア
リ
。
元
禄
年
間
、
土
民
、
此
墓
ヲ
発

テ
タ
ヽ
リ
ヲ
得
、
今
ノ
如
ク
築
ト
云
。
中
古
、
古
寺
頽
廃
。
元
禄
ノ

元
年
、
僧
龍
雲
再
建
シ
テ
、
旧
名
ニ
依
ル
。
近
世
、
篠
田
厚
敬
ト
云

者
、
弘
融
・
頓
阿
・
兼
好
ノ
三
像
（
刑
部
権
大
輔
土
佐
光
成
画
、
左

エ
門
督
飛
鳥
井
雅
豊
卿
讃
）
及
兼
好
行
状
伝
記
等
ヲ
此
ニ
蔵
ム
。

⑨
正
祗
云
、
元
禄
十
七
申
年
、
兼
好
塚
ノ
地
に
菴
ヲ
結
び
て
草
蒿

寺
と
号
す
。
願
主
名
張
平
尾
村
徳
蓮
院
第
子
龍
雲
建
立
成
。

⑩
今
按
、
上
に
載
し
園
大
暦
、
観
月
楼
御
本
に
は
第
十
八
巻
闕
て

此
事
み
え
ず
。
故
正
祗
が
抄
録
し
た
る
本
を
も
て
引
證
し
ぬ
。
正
祗

抄
録
本
奥
書
に
、
右
一
冊
乞
于
名
張
春
日
神
宮
寺
之
染
筆
而
書
写
畢

貴
僧
之
手
沢
永
可
弄
而
已
于
時
享
保
八
卯
下
旬
杜
若
軒
と
あ
り
。
さ

れ
ば
、
春
日
神
宮
寺
に
尋
れ
ど
、
い
か
ゞ
な
り
け
む
、
紛
失
て
な
し
。

若
、
此
原
本
を
尋
ね
え
ば
、
猶
真
偽
を
た
ゞ
し
、
考
ふ
べ
く
な
む
。

さ
て
、
普
通
の
園
大
暦
十
八
巻
闕
た
れ
ば
、
後
世
好
事
の
も
の
ゝ
、

兼
好
の
事
を
著
し
く
せ
む
た
め
の
偽
作
な
ら
む
か
と
疑
ふ
人
も
あ
る

よ
し
。
こ
れ
も
さ
る
こ
と
に
て
、
予
も
未
だ
数
本
を
校
正
し
た
る
に

も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
と
り
定
め
て
も
い
ひ
が
た
く
、
は
た
、
陽
月
斎
も

名
に
た
ゝ
る
連
歌
師
な
る
が
、
兼
好
は
発
心
の
ゝ
ち
、
此
国
に
す
み

け
る
に
や
と
い
へ
る
さ
ま
の
、
い
と
た
ど
た
ど
し
き
う
へ
に
、
敢
国

社
の
こ
と
も
今
本
（
観
月
楼
御
本
）
に
は
ず
れ
た
る
を
、
正
祗
が
抄

録
本
に
し
る
し
た
る
は
、
彼
法
師
の
事
と
と
も
に
、
好
事
の
徒
の
偽

作
し
た
る
抄
録
本
を
写
し
ゝ
か
と
も
お
も
は
る
ゝ
に
な
む
。さ
れ
ば
、

園
大
暦
十
八
巻
の
真
偽
は
、
し
ば
ら
く
さ
し
を
き
て
、
陽
月
斎
は
享

禄
天
文
の
頃
の
人
な
る
べ
け
れ
ば
、
此
頃
ま
で
は
彼
古
墳
は
こ
ゝ
な

り
と
さ
だ
か
に
い
ひ
伝
へ
け
る
を
、
其
後
、
偏
鄙
と
い
ひ
、
打
続
き

し
乱
世
の
後
な
れ
ば
、
土
民
の
掘
崩
ま
で
に
な
れ
る
な
る
べ
し
。
さ

295（28）島　内　裕　子



る
は
、
好
問
斎
も
い
ひ
給
ひ
つ
れ
ど
、
新
著
聞
集
（
巻
二
勝
蹟
篇
）

伊
賀
阿
拝
郡
多
羅
尾
村
の
内
、
国
見
山
に
吉
田
兼
好
墓
あ
り
。
そ
の

し
る
し
に
、
松
あ
り
し
。
寛
文
七
年
、
土
民
ど
も
、
塚
を
ほ
り
く
ず

し
て
み
れ
ば
、
四
面
六
尺
ば
か
り
に
、
刀
を
ひ
し
と
つ
め
、
其
下
に

大
小
の
瓶
二
ツ
あ
り
て
、
中
に
鏡
を
お
さ
し

（
マ
マ
）

。
此
こ
ろ
、
村
中
多
く

煩
し
ま
ゝ
、
神
子
を
よ
せ
て
き
ゝ
し
に
、
塚
を
崩
せ
し
と
が
め
に
て

あ
り
し
と
云
し
を
、
地
頭
藤
堂
玄
蕃
殿
聞
た
ま
ひ
、
か
ば
か
り
の
旧

跡
を
容
易
に
掘
べ
き
事
か
は
と
、
本
の
ご
と
く
に
お
さ
め
お
か
れ
し

と
な
り
。
洛
西
の
双
岡
に
無
常
所
を
か
ま
へ
し
と
、
み
づ
か
ら
の
家

の
集
に
記
さ
れ
し
か
ど
、
も
し
其
頃
乱
世
に
て
、
か
ゝ
る
所
へ
さ
す

ら
へ
行
れ
し
や
ら
む
、
い
と
不
審
し
き
事
な
り
（
好
問
斎
云
云
と
合

せ
考
ぬ
れ
ば
、
寛
文
と
元
禄
と
両
度
、
塚
を
掘
崩
し
た
る
が
ご
と
く

な
れ
ど
、
新
著
聞
集
は
伝
聞
の
誤
に
て
、
好
問
斎
の
説
の
正
し
き
こ

と
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
多
羅
尾
と
あ
る
も
、
種
生
の
誤
な
り
。

ま
た
茶
窓
閑
話
と
い
へ
る
雑
書
に
も
、
伊
賀
国
種
生
庄
に
て
乾
坤
塚

と
い
ふ
塚
を
ほ
り
崩
し
け
る
に
、吉
田
兼
好
の
塚
に
て
祟
を
な
し
ゝ
、

と
い
へ
る
事
を
み
た
り
し
が
、
全
文
は
記
憶
せ
ず
。
こ
は
、
新
著
聞

集
に
い
へ
る
と
同
時
の
事
な
る
べ
し
。
か
ゝ
る
も
の
に
も
、
か
く
記

し
た
る
は
、
此
地
に
兼
好
古
墳
の
あ
り
け
る
證
に
て
、
家
集
に
み
え

た
る
双
岡
は
壽
碑
な
る
こ
と
、
論
ふ
ま
で
も
な
し
）
と
み
え
た
り
。

こ
れ
ら
の
趣
を
も
て
熟
考
ふ
れ
ば
、
彼
法
師
の
こ
ゝ
に
住
し
事
は
さ

だ
か
な
ら
ね
ど
、
古
墳
の
此
地
な
る
事
は
、
世
に
著
明
し
か
り
し
を
、

な
ほ
、
た
し
か
に
お
も
は
せ
ま
ほ
し
く
て
、
若
彼
抄
録
本
は
偽
作
し

た
る
に
て
も
あ
る
べ
か
ら
む
か
（
敢
国
社
の
事
を
も
記
し
ゝ
は
、
一

条
ま
で
に
て
は
信
実
と
お
も
ふ
ま
じ
き
と
の
こ
ゝ
ろ
し
ら
ひ
な
る
べ

し
）。
さ
れ
ば
、
彼
書
（
園
大
暦
）
に
所
見
な
き
に
は
拘
泥
は
ら
ず

し
て
、
彼
古
墳
は
此
地
な
る
べ
く
と
定
め
ぬ
。

以
上
で
、
全
文
引
用
を
終
わ
る
。
途
中
の
一
行
空
白
は
、
構
成
的
に

『
園
太
暦
（
園
大
暦
）』
引
用
が
終
わ
っ
て
一
段
落
つ
い
た
箇
所
で
、
わ
か

り
や
す
く
し
た
も
の
で
あ
る
。

伊
賀
の
地
誌
と
し
て
は
、
古
く
能
登
永
閑
に
よ
る
『
伊
賀
国
名
所
記
』

が
あ
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
「
本
文
」
と
し
て
最
初
に
掲
げ
た

「
国
見
山
」
の
記
事
（
た
だ
し
、「
爰
に
あ
り
け
る
に
や
」
ま
で
）
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
草
蒿
寺
の
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
草
蒿
寺
と
兼
好
の
結
び

付
き
が
出
て
く
る
の
は
、『
伊
水
温
故
』（
菊
岡
如
幻
著
・
貞
享
四
年
・
一

六
八
七
年
）
の
「
国
見
山
草
蒿
寺
」
の
項
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
に

「
兼
好
此
寺
ニ
テ
住
終
（
ス
ミ
ハ
ツ
ル
）」
と
書
か
れ
て
い
る
（
７
）

。
な
お
、
こ

の
「
本
文
」
全
体
の
記
述
は
、
後
述
す
る
『
三
国
地
誌
』
の
「
兼
好
法
師

墓
」
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

「
標
柱
」
の
①
で
「
准
后
記
曰
」
と
あ
る
の
は
北
畠
親
房
の
『
伊
賀
記
』

の
こ
と
で
あ
る
。「
准
后
記
」
の
こ
と
は
⑧
に
も
出
て
く
る
が
、
こ
の
⑧

の
記
述
は
、『
三
国
地
誌
』
に
拠
っ
て
い
る
。「
好
問
斎
云
」
と
あ
る
の
は

『
三
国
地
志
』
の
著
者
で
あ
る
藤
堂
藩
士
藤
堂
元
甫
の
こ
と
で
あ
る
。
な
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お
、
⑧
の
記
述
は
、『
大
日
本
地
誌
大
系
・
三
国
地
誌
』
で
比
べ
て
み
る

と
、「
三
国
地
誌
巻
之
七
十
五
」
に
記
さ
れ
て
い
る
「
兼
好
法
師
墓
」（
陵

墓
の
内
）
と
「
草
蒿
寺
」（
梵
刹
の
内
）
の
記
事
を
総
合
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
先
に
取
り
上
げ
た
『
兼
好
上
人
略
伝
』
の
こ
と
と
思
わ
れ

る
「
近
世
、
篠
田
厚
敬
ト
云
者
（
中
略
）
兼
好
行
状
伝
記
等
ヲ
此
ニ
蔵
ム
」

と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。『
三
国
地
誌
』
の
成
立
は
、
宝
暦
十
三
年

（
一
七
六
三
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
草
蒿
寺
に
篠
田
厚
敬
が
『
兼
好
行
状

伝
記
』
を
納
め
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

「
標
柱
」
の
②
か
ら
⑦
は
『
園
太
暦
』
に
あ
る
と
さ
れ
る
兼
好
関
係
の

記
事
の
う
ち
、
特
に
伊
賀
に
関
わ
る
箇
所
が
書
か
れ
て
い
る
。
②
か
ら
⑦

の
記
事
は
、
後
述
す
る
芭
蕉
翁
記
念
館
蔵
「
薗
太
暦
」
と
、
表
現
や
表
記

の
細
部
に
お
い
て
一
致
の
度
合
い
が
高
い
。
⑨
に
「
正
祗
曰
」
と
あ
る
の

は
、
土
田
杜
若
の
こ
と
で
、
杜
若
は
『
伊
賀
名
所
記
』（
享
保
八
年
・
一

七
二
三
年
）
の
著
者
で
あ
る
。
②
か
ら
⑦
の
記
事
は
、
こ
の
杜
若
の
『
伊

賀
名
所
記
』
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
⑩
は
、
②
か
ら
⑦
の
記
事

を
書
い
た
経
緯
と
、
兼
好
塚
に
関
す
る
考
察
を
述
べ
て
い
る
。

入
交
省
斎
の
『
標
柱
伊
賀
名
所
記
』
に
お
け
る
兼
好
関
係
の
記
述
の
中

で
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
稿
の
後
述
内
容
と
関
わ
っ
て
く
る

点
で
、
草
蒿
寺
に
兼
好
が
住
ん
で
い
た
と
す
る
伝
承
記
事
で
あ
る
。

三
　
服
部
土
芳
に
お
け
る
兼
好
と
『
徒
然
草
』
へ
の
関
心

松
尾
芭
蕉
の
元
禄
元
年
四
月
二
十
五
日
付
惣
七
（
猿
雖
）
宛
の
書
簡
は
、

「『
笈
の
小
文
』
の
旅
の
足
取
り
が
た
ど
れ
る
の
で
重
要
」（
萩
原
恭
男
校

注
『
芭
蕉
書
簡
集
』
岩
波
文
庫
）
と
言
わ
れ
る
手
紙
で
あ
る
が
、
こ
の
手

紙
の
末
尾
に
「
三
月
十
九
日
伊
賀
上
野
を
出
て
三
十
四
日
。
道
の
ほ
ど
百

三
十
里
。
此
内
舩
十
三
里
、
駕
籠
四
十
里
、
歩
行
路
七
十
七
里
、
雨
に
あ

ふ
事
十
四
日
」
と
書
い
た
後
に
、
瀧
・
古
塚
・
峠
・
坂
・
山
峯
を
列
挙
し

て
い
る
。
そ
の
中
で
、
古
塚
の
筆
頭
に
兼
好
塚
、
山
峯
の
筆
頭
に
国
見
山

を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
当
時
『
園
太
暦
』
所
載
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
兼

好
伝
関
係
資
料
の
中
か
ら
、
兼
好
の
伊
賀
在
住
時
期
の
記
述
な
ど
を
芭
蕉

が
書
写
し
た
も
の
も
残
っ
て
お
り
、
こ
の
写
真
版
は
『
上
野
市
史
・
芭
蕉

編
』（
平
成
十
五
年
刊
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
は
伊
賀
に
お
け
る
兼
好
伝
に
か
な
り
深
い
関
心
を

寄
せ
て
い
た
。
兼
好
伝
へ
の
芭
蕉
の
関
心
は
、
兼
好
が
晩
年
を
自
分
の
故

郷
で
あ
る
伊
賀
で
過
ご
し
た
こ
と
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
様

な
関
心
は
、芭
蕉
の
弟
子
で
伊
賀
上
野
藩
士
だ
っ
た
服
部
土
芳
に
も
あ
り
、

土
芳
の
場
合
は
、
芭
蕉
よ
り
も
さ
ら
に
詳
し
い
記
述
を
残
し
て
い
る
。
以

下
に
紹
介
し
、
考
察
を
加
え
る
記
述
は
、
土
芳
の
『
蓑
虫
庵
記
』
か
ら
見

出
し
た
、
兼
好
関
係
の
記
述
で
あ
る
。

兼
好
関
係
の
記
事
は
元
禄
二
年
頃
か
ら
見
ら
れ
、
先
に
挙
げ
た
芭
蕉
の
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書
簡
が
元
禄
元
年
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
芭
蕉
や
土
芳

た
ち
の
よ
う
な
伊
賀
の
俳
人
た
ち
に
お
け
る
兼
好
へ
の
関
心
は
、
篠
田
厚

敬
に
よ
る
『
種
生
伝
』（
刊
行
は
正
徳
二
年
・
一
七
一
二
年
）
の
成
立
が

跋
文
に
あ
る
よ
う
に
元
禄
甲
戌
（
元
禄
七
年
・
一
六
九
四
年
）
だ
と
し
て

も
、
そ
れ
よ
り
も
早
い
時
期
に
お
け
る
兼
好
伝
へ
の
関
心
と
し
て
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、『
蓑
虫
庵
集
』
の
引
用
は
、
富
山
奏
著
『
伊
賀
蕉
門
の
研
究
と

資
料
』（
風
間
書
房
・
昭
和
四
十
五
年
）
に
拠
っ
た
が
、
表
記
な
ど
私
意

に
改
め
た
部
分
も
あ
る
。

①
　
　
十
五
夜
。
田
井
の
庄
兼
好
法
師
の
旧
跡
を
尋
る
。
霄
少
し
降
り
、

亥
の
刻
ば
か
り
に
晴
れ
た
り
。
月
冷
し
。
雲
か
は
る
事
度
々
、

山
中
と
云
ひ
、
良
夜
と
云
ひ
、
古
人
を
し
の
ば
ぬ
人
も
夜
す
が

ら
寝
ず
。

月
を
見
し
人
を
月
見
の
ひ
か
り
か
な

猪
の
み
だ
る
る
形
や
月
の
く
も

②
　
　
草
蒿
寺
の
跡
、
今
は
畑
也

月
添
て
か
な
し
さ
こ
ぼ
る
萩
す
す
き

③
　
　
兼
好
法
師
の
集
に
、
と
も
す
れ
ば
鳰
の
う
き
巣
の
う
き
な
が
ら

身
隠
れ
果
て
ぬ
世
を
な
げ
く
か
な
と
あ
り
し
。
予
も
愼
有
り
て

思
ふ
事
を

此
度
は
鳰
の
浮
き
巣
の
な
る
や
う
ぞ

④
　
　
何
某
、
専
秀
公
の
傍
に
か
へ
ら
れ
て
、
橋
木
公
茶
の
湯
に
召
さ

れ
け
る
時
、
床
の
一
軸
兼
好
が
筆
跡
を
予
に
た
ま
ふ
。
白
木
具

に
雪
と
菊
を
盛
り
発
句
す
べ
し
と
あ
り
。
猶
其
の
跡
を
生
花
せ

よ
と
せ
め
た
ま
ふ
。
興
に
乗
じ
て
皆
仰
せ
に
応
ず
。

寒
菊
や
雪
に
利
休
が
指
の
跡

⑤
　
　
三
月
尽
、
於
樗
庵
、
荷
文
興
行
、
兼
好
の
歌
書
の
切
、
元
政
の

枕
な
ど
飾
ら
れ
け
る
に

行
春
や
古
人
の
こ
こ
ろ
ふ
た
と
こ
ろ

①
は
土
芳
自
身
が
、
兼
好
の
跡
を
慕
っ
て
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）

八
月
十
五
夜
に
、田
井
の
庄
を
訪
ね
て
い
る
こ
と
が
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

「
猪
の
み
だ
る
る
形
」
と
い
い
う
言
葉
が
句
に
出
て
く
る
の
は
、
あ
る
い

は
『
徒
然
草
』
第
十
四
段
の
「
お
そ
ろ
し
き
猪
の
し
し
も
、『
ふ
す
猪
の

床
』
と
言
へ
ば
、
や
さ
し
く
な
り
ぬ
」
と
い
う
言
葉
も
、
遠
く
響
い
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。

②
は
、
①
に
続
く
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
に
草
蒿
寺
の
こ
と
が
出
て
く
る
。

①
の
記
述
に
直
ぐ
続
け
て
こ
の
よ
う
な
句
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
土
芳
は
、
草
蒿
寺
に
兼
好
が
在
住
し
て
い
た
と
い
う
伝
承
を
想
起
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
土
芳
が
こ
こ
を
訪
れ
た
頃
、
草
蒿

寺
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
畑
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
句
に
「
か
な
し
さ
」

と
あ
る
の
は
、『
徒
然
草
』
第
三
十
段
の
「
古
き
塚
は
犂
か
れ
て
田
と
な

り
ぬ
。
そ
の
形
だ
に
な
く
な
り
ぬ
る
ぞ
悲
し
き
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
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の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

③
は
、
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
の
句
で
あ
る
。『
兼
好
法
師
集
』

の
歌
に
言
及
し
、
そ
の
歌
を
念
頭
に
置
い
た
句
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
、『
徒
然
草
』
が
よ
く
読
ま
れ
、
兼
好
の

伝
記
へ
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い
た
の
と
比
べ
る
と
、『
兼
好
法
師
集
』
自

体
へ
の
関
心
は
そ
れ
ほ
ど
高
ま
ら
な
か
っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
種

生
伝
』
に
は
兼
好
の
和
歌
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
③
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、自
分
自
身
の
生
き
方
を
兼
好
の
和
歌
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
例
は
、

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
服
部
土
芳
に
お
け
る
兼
好
へ
の
関
心
は
、『
徒

然
草
』
や
伊
賀
の
旧
跡
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。

④
と
⑤
は
、
や
や
二
次
的
な
資
料
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
伊

賀
の
文
人
た
ち
の
間
で
兼
好
へ
の
関
心
が
高
か
っ
た
事
例
に
な
る
と
思

う
。
ど
ち
ら
も
茶
席
で
、
兼
好
の
書
が
珍
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と

考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
④
は
元
禄
十
三
年
冬
、
⑤
は
享
保

十
三
年
（
一
七
二
八
）
三
月
で
あ
る
。

服
部
土
芳
は
、
み
ず
か
ら
兼
好
の
旧
跡
を
訪
ね
、
兼
好
の
和
歌
に
心
か

ら
の
共
感
を
示
し
て
自
作
に
取
り
入
れ
、
さ
ら
に
は
彼
の
交
友
の
中
で
、

兼
好
の
筆
跡
が
茶
席
に
飾
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
当
時
『
徒

然
草
』
が
よ
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
時
代
の
風
潮
を
示
す
と
同

時
に
、
や
は
り
伊
賀
国
の
文
人
た
ち
に
お
け
る
兼
好
へ
の
特
別
な
関
心
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

四
　
種
生
を
訪
れ
た
人
々
と
種
生
に
お
け
る
兼
好
顕
彰

明
治
以
後
、
種
生
の
兼
好
塚
を
訪
れ
た
人
々
は
、
少
な
く
な
い
。
彼
ら

は
、
ど
の
よ
う
に
当
地
の
情
景
を
描
き
、
こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
感
慨
を
持

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
に
入
っ
た
い
く
つ
か
の
事
例
を
、
時
代
の
順

を
追
っ
て
辿
っ
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
近
代
に
お
け
る
兼
好
伝
説
の

広
が
り
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

①
【
富
岡
鉄
斎
の
兼
好
塚
訪
問
と
漢
詩
】

種
生
兼
好
遺
蹟
保
存
会
に
よ

る
『
兼
好
記
念
祭
三
重
県
史
跡
資
料
』（
昭
和
四
十
七
年
六
月
）
に
よ
れ

ば
、
明
治
二
十
八
年
六
月
十
一
日
に
富
岡
鉄
斎
が
、
次
の
よ
う
な
「
兼
好

塚
を
弔
ふ
詩
」
を
詠
ん
で
い
る
。

層
々
山
万
畳
、
幽
寂
別
乾
坤
、
垣
壊
寺
全
廃
、
碑
亡
憤
僅
存
、
荒

烟
青
草
色
、
老
樹
杜
鳴
猿
、
浮
世
真
如
夢
、
今
人
湿
涙
痕

こ
の
漢
詩
の
「
碑
亡
憤
僅
存
」
は
、「
碑
亡
墳
僅
存
」
の
誤
植
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、「
老
樹
杜
鳴
猿
」
の
部
分
の
「
鳴
」
の
字
は
不
鮮
明
で
、
あ

る
い
は
「
鵑
」
と
も
読
め
る
。『
青
山
町
史
』
の
「
第
五
編
　
中
世
Ⅰ
・

第
四
章
　
兼
好
法
師
考
」（
一
六
五
ペ
ー
ジ
）
で
は
「
老
樹
杜
鵑
魂
」
と

な
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
よ
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
資
料
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で
は
、
こ
の
鉄
斎
の
漢
詩
の
引
用
末
尾
に
「
稲
田
家
蔵
」
と
あ
る
。

言
葉
を
補
っ
て
こ
の
漢
詩
の
意
味
を
取
れ
ば
、次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

ま
わ
り
は
山
々
が
重
な
り
、
こ
こ
の
静
け
さ
は
別
天
地
の
よ
う
だ
。
寺
の

垣
も
壊
れ
、
草
蒿
寺
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
兼
好
の
碑
も
な
く
、
墳
墓
の

み
が
僅
か
に
残
っ
て
い
る
。
あ
た
り
は
人
家
の
煙
も
絶
え
、
人
里
か
ら
離

れ
た
寂
し
い
場
所
で
、
草
が
青
々
と
茂
っ
て
い
る
。
老
木
で
は
ホ
ト
ト
ギ

ス
が
鳴
い
て
、
静
け
さ
が
い
や
増
す
。
浮
世
は
ま
こ
と
に
夢
の
ご
と
く
、

わ
た
し
は
、
こ
の
荒
廃
し
た
情
景
を
眺
め
て
、
涙
に
く
れ
る
ば
か
り
で
あ

る
。鉄

斎
が
こ
こ
を
訪
れ
た
時
の
情
景
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。
季
節
は
六
月
中
旬
で
、
青
草
が
茂
り
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
老
木
で
鳴
い

て
い
る
と
い
う
夏
の
季
節
感
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の

漢
詩
を
読
む
と
寺
（
お
そ
ら
く
草
蒿
寺
）
も
な
く
な
り
、
か
ろ
う
じ
て
兼

好
塚
だ
け
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
書
か
れ
、
全
く
の
廃
墟
の
よ
う
な
印
象

を
受
け
る
。
漢
詩
特
有
の
誇
張
表
現
な
の
だ
ろ
う
か
。

②
【
地
元
有
志
に
よ
る
兼
好
碑
の
建
設
運
動
】

鉄
斎
の
漢
詩
に
詠
ま
れ

た
情
景
に
関
し
て
の
傍
証
と
な
る
資
料
が
、
明
治
三
十
三
年
に
出
さ
れ
た

「
兼
好
法
師
遺
跡
之
碑
建
設
費
募
集
趣
意
書

（
10
）

」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
当

時
の
草
蒿
寺
周
辺
の
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
部
分
を
引
用
し
よ
う
。

而
る
に
其
の
死
後
幾
ん
ど
五
百
年
、
墳
上
の
碧
苔
空
し
く
露
に
ぬ

れ
、
悲
風
蕭
条
と
し
て
陰
虫
の
す
だ
く
あ
る
の
み
。
彼
の
徒
然
草
を

草
せ
し
草
稿
寺
さ
へ
今
は
全
く
廃
滅
し
て
、
荊
棘
離
々
、
断
礎
求
む

る
に
由
な
し
。

こ
の
文
章
に
よ
れ
ば
、
当
時
（
明
治
三
十
三
年
）
の
時
点
で
、
こ
の
あ

た
り
が
か
な
り
荒
れ
果
て
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
趣
意

書
は
、「
兼
好
法
師
遺
跡
碑
」
を
建
設
す
る
た
め
の
費
用
を
広
く
募
る
た

め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
兼
好
の
碑
を
建
立
す
る
計
画
は
、
遡
る
こ
と
明
治

二
十
六
年
の
段
階
で
す
で
に
あ
り
、「
土
方
宮
内
大
臣
の
篆
額
、
川
田
文

学
博
士
の
撰
文
、
巌
谷
一
六
居
士
の
揮
毫
を
請
ふ
ま
で
」
に
な
っ
て
お
り
、

実
際
、
川
田
剛
（
甕
江
）
の
撰
文
も
こ
の
趣
意
書
に
付
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
も
し
明
治
二
十
六
年
に
こ
の
撰
文
の
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
た

な
ら
ば
、
明
治
二
十
八
年
六
月
に
こ
こ
を
訪
れ
た
富
岡
鉄
斎
も
こ
の
碑
を

実
見
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
碑
が
建
立
さ
れ
る
く
ら
い
な
ら
ば
、
そ
の
周
辺

も
整
備
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
先
に
引
用

し
た
漢
詩
の
よ
う
な
内
容
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
地
元
の
人
々
の
兼
好
顕

彰
を
称
え
る
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
明
治
二
十
六
年
に
計
画
さ
れ
た
碑
の
建
立
は
、
三
十
三
年
の

趣
意
書
に
よ
れ
ば
、「
資
金
の
足
ら
ざ
る
を
以
て
、
彫
刻
建
設
の
事
に
至

ら
ず
し
て
止
む
。
爾
後
ま
た
勿
々
と
し
て
七
星
霜
を
経
た
り
。
此
の
如
く

に
し
て
法
師
の
墳
は
今
尚
ほ
荊
棘
の
中
に
埋
没
せ
ら
れ
つ
つ
あ
り
」
と
い

う
の
が
、
実
情
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
二
十
八
年
に
こ
こ
を
訪
れ
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た
富
岡
徹
斎
の
目
に
映
っ
た
情
景
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
漢
詩
に
詠
ま
れ
て

い
る
通
り
の
、
荒
廃
し
た
寂
し
い
景
色
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
先
に
引
用
し
た
部
分
で
「
彼
の
徒
然
草
を
草
せ
し
草
稿
（
マ
マ
）

寺
」
と

な
っ
て
い
る
部
分
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
兼
好
が
草
蒿
寺
に
住
ん
だ
と

い
う
伝
承
は
、『
伊
水
温
故
』
の
「
草
蒿
寺
」
の
項
に
出
て
い
た
が
、
こ

こ
で
『
徒
然
草
』
を
執
筆
し
た
と
ま
で
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
趣
意
書
に
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
、
後
述
す
る
田
山
花

袋
の
文
章
な
ど
に
も
こ
の
説
が
遙
か
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。

③
【『
兼
好
法
師
家
集
』
の
出
版
】

な
お
、
今
触
れ
た
明
治
三
十
三
年

の
「
兼
好
法
師
遺
跡
之
碑
建
設
費
募
集
趣
意
書
」
か
ら
、
翌
三
十
四
年
の

碑
の
建
立
に
か
け
て
の
一
連
の
地
元
の
動
き
と
関
わ
る
資
料
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
明
治
三
十
四
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
兼
好
法
師
家
集
』
の
存
在

で
あ
る
。
こ
の
「
お
く
が
き
」
と
、「
お
く
が
き
」
の
直
前
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
入
交
省
斎
の
文
章
を
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
兼
好
法
師
家
集
』

（
特
二
二
ー
五
六
五
）
に
よ
っ
て
紹
介
し
た
い
。
こ
の
本
は
、
奥
付
に

「
明
治
三
十
四
年
六
月
二
十
日
印
刷
　
明
治
三
十
四
年
六
月
二
十
五
日
発

行
　
非
売
品
　
著
者
故
人
　
吉
田
兼
好
　
発
行
兼
印
刷
者
　
豊
住
謹
次
郎

三
重
県
津
市
地
頭
領
町
十
九
番
屋
敷
」
と
あ
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
句

読
点
・
濁
点
を
私
意
に
付
し
た
。

伊
賀
の
国
境
幽
な
れ
ど
、
国
見
の
山
雪
深
け
れ
ど
、
兼
好
法
師
が

名
は
深
瀬
川
と
共
に
遠
く
世
に
な
が
れ
て
、
こ
の
山
里
に
碑
さ
へ
建

て
ら
れ
た
る
こ
そ
、
い
と
も
め
で
た
け
れ
ど
も
、
法
師
が
人
と
な
り

は
さ
ら
な
る
こ
と
な
れ
ば
い
は
ず
。
そ
の
芸
能
に
妙
な
り
し
は
徒
然

草
、
は
た
家
集
に
よ
り
て
し
る
に
か
た
か
ら
ず
。
つ
れ

草
は
、

早
く
よ
り
世
に
も
て
は
や
さ
れ
た
れ
ど
、猶
家
集
は
知
る
人
ま
れ
に
、

世
に
埋
れ
た
れ
ば
と
て
、
い
ま
を
距
る
こ
と
五
十
年
あ
ま
り
の
昔
、

法
師
が
五
百
年
の
祭
い
と
な
み
し
を
り
、
上
野
町
な
る
や
ま
ぶ
き
の

屋
の
翁
よ
り
、
一
つ
の
写
本
を
た
む
け
ら
れ
た
る
が
、
宝
物
の
中
に

あ
り
け
る
を
、
こ
た
び
と
り
で
て
、
聚
珍
に
も
の
し
、
碑
を
た
つ
る

に
力
を
つ
く
さ
れ
し
君
た
ち
に
頒
つ
こ
と
ゝ
は
な
し
ぬ
。
あ
は
れ
、

法
師
が
名
の
是
に
よ
り
て
、
深
瀬
の
川
の
ま
す

遠
く
世
に
な
が

れ
な
ば
、
亦
翁
が
跡
を
空
し
く
せ
ざ
る
に
、
庶
幾
か
ら
ま
し
。

明
治
三
十
四
年
四
月

岡
廼
舎
の
あ
る
じ

秀
英
し
る
す

「
岡
廼
舎
の
あ
る
じ
　
秀
英
し
る
す
」
と
あ
る
秀
英
と
は
、
種
生
神
社

社
掌
の
小
川
秀
英
氏
で
あ
ろ
う
。
種
生
神
社
は
、
常
楽
寺
の
隣
に
あ
る
神

社
で
あ
る
。
な
お
、
小
川
氏
は
、「
兼
好
墓
碑
建
設
経
緯
等
覚
」
の
記
載

者
で
も
あ
る（

11
）

。
こ
の
覚
え
書
き
に
は
、
墓
碑
建
設
に
尽
力
し
た
人
々
に

『
兼
好
法
師
家
集
』
を
配
布
し
た
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、「
お
く
が
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き
」
を
読
む
と
、「
や
ま
ぶ
き
の
屋
の
翁
」
す
な
わ
ち
先
述
し
た
『
標
注

伊
賀
名
所
記
』
の
編
著
者
で
あ
る
入
交
省
翁
に
よ
る
写
本
の
『
兼
好
法
師

家
集
』
を
「
碑
を
た
つ
る
に
力
を
つ
く
さ
れ
し
気
味
た
ち
に
頒
つ
」
こ
と

に
し
た
、
と
明
記
し
て
あ
る
。

「
お
く
が
き
」
の
直
前
に
は
、
そ
の
入
交
省
斎
が
嘉
永
二
年
の
兼
好
五

百
年
に
際
し
て
記
し
た
文
章
も
、
併
載
さ
れ
て
い
る
。

此
法
師
の
身
ま
か
り
し
観
応
と
い
ふ
年
の
は
じ
め
の
と
し
よ
り
、

こ
と
し
は
五
百
年
に
な
む
な
れ
り
と
て
、
此
わ
た
り
の
風
流
人
ら
、

詩
歌
の
類
を
集
め
て
草
蒿
寺
に
納
め
て
、
霊
を
な
ぐ
さ
め
ん
と
す
る

よ
し
き
ゝ
て
、
お
の
れ
も
本
生
の
父
微
面
翁
よ
り
給
は
り
て
年
頃
も

た
る
、
か
の
家
集
の
一
冊
を
、
こ
た
び
甥
の
洗
花
園
に
あ
つ
ら
へ
、

浄
く
書
あ
ら
た
め
て
、
た
む
く
る
な
り
。
そ
も
こ
の
法
師
は
、
も
と

卜
部
の
家
に
生
れ
て
、
神
に
仕
ふ
べ
き
身
の
、
四
十
す
ぎ
し
頃
、
い

ま
だ
年
わ
か
ゝ
り
し
と
き
、
ひ
そ
か
に
も
の
い
ひ
か
は
し
ゝ
女
の
、

身
ま
か
り
け
る
か
な
し
さ
と
、
年
頃
つ
か
へ
た
て
ま
つ
り
た
り
し
上

皇
の
か
む
あ
が
り
ま
し
け
る
み
わ
か
れ
の
な
げ
か
し
さ
と
に
、
世
を

は
か
な
く
や
お
も
ひ
け
む
、
仏
の
み
ち
に
い
り
つ
れ
ど
、
そ
れ
は
た
、

ふ
か
く
し
め
り
し
さ
ま
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
そ
の
行
状
の
か
ず
か
ず

に
つ
け
て
は
、
か
に
か
く
に
論
ふ
人
も
あ
れ
ど
、
も
と
よ
り
そ
の
世

の
あ
り
さ
ま
に
も
よ
り
て
、
よ
ろ
ず
も
の
う
き
か
た
よ
り
、
世
を
の

が
れ
た
り
け
る
か
。
人
の
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
を
、
い
さ
ゝ
か
う
ち
あ
ら

は
れ
た
る
し
わ
ざ
の
か
た
は
し
も
て
、
お
し
あ
て
に
い
ひ
さ
だ
め
む

は
、
い
と
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
な
り
か
し
。
よ
し
や
、
下
の
こ
ゝ
ろ
は

い
か
な
ら
む
、
し
り
が
た
け
れ
ど
、
ふ
み
か
く
こ
と
も
つ
た
な
か
ら

で
、
手
か
き
歌
よ
む
こ
と
は
、
そ
の
頃
名
に
高
く
て
や
む
ご
と
な
き

あ
た
り
ま
で
も
め
さ
れ
つ
る
よ
し
な
れ
ば
、
一
個
の
風
流
人
な
り
と

は
、
う
た
が
ひ
な
か
る
べ
し
。
さ
て
、
徒
然
艸
は
、
世
に
も
て
あ
そ

ぶ
人
多
け
れ
ど
、
家
集
は
す
り
ま
き
に
も
な
り
な
が
ら
、
此
わ
た
り

に
は
も
た
る
人
も
ま
れ
な
れ
ば
、
か
の
風
流
の
い
よ

世
に
高
く

き
こ
え
よ
か
し
と
、
お
も
ふ
ま
ゝ
に
、
か
く
な
む
お
も
ひ
よ
れ
る
を
、

さ
れ
ど
、
か
の
霊
は
い
か
に
お
も
は
む
。
あ
な
、
お
ぼ
つ
か
な
。

嘉
永
ふ
た
と
せ
と
い
ふ
年
の
三
月

や
ま
ぶ
き
の
や
ど
の
あ
る
じ

省
斎
に
よ
れ
ば
、『
徒
然
草
』
は
流
布
し
て
い
る
が
、
兼
好
の
家
集
は

こ
の
あ
た
り
で
は
所
持
し
て
い
る
人
も
稀
で
あ
る
の
で
、
父
か
ら
伝
来
し

て
い
た
家
集
を
清
書
し
て
手
向
け
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
写
本
を
小
川

秀
英
氏
が
印
刷
刊
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
地
元
で
の
兼
好
関
連

資
料
の
発
刊
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
貴
重
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
本
の
出

版
の
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で

（
12
）

、
こ
こ
に
紹
介
し
た

次
第
で
あ
る
。
な
お
、
省
斎
が
献
本
し
た
『
兼
好
法
師
家
集
』
は
常
楽
寺

に
現
存
す
る
。

④
【
明
治
四
十
四
年
の
訪
問
者
】

明
治
四
十
四
年
八
月
二
十
日
発
行
の
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『
三
重
縣
史
談
會
々
誌
』
第
二
巻
第
六
号
に
は
、「
大
西
生
」（
同
誌
に
健

筆
を
奮
っ
て
い
る
大
西
源
一
か
）
に
よ
る
「
伊
賀
旅
行
雑
信
」
の
第
三
信

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
兼
好
塚
を
訪
れ
た
時
の
模
様
が
記
さ
れ

て
い
る
。刻
々
と
移
り
変
わ
る
臨
場
感
溢
れ
る
写
実
的
な
文
章
に
よ
っ
て
、

明
治
末
期
の
種
生
の
情
景
が
よ
く
描
か
れ
て
お
り
、
貴
重
な
現
地
報
告
と

思
わ
れ
る
の
で
、
や
や
長
文
で
あ
る
が
、
種
生
訪
問
記
と
し
て
、
こ
こ
に

紹
介
し
た
い
。

阿
保
よ
り
街
道
を
右
に
岐
し
て
種
生
村
の
兼
好
塚
へ
と
志
し
申

候
、
其
の
間
五
十
町
、
地
図
上
に
て
見
れ
ば
中
々
の
難
所
と
相
見
え

候
故
、
固
よ
り
其
の
覚
悟
に
て
参
り
候
処
、
今
は
渓
流
に
沿
ひ
て
立

派
な
る
車
道
開
鑿
せ
ら
れ
、存
外
安
楽
な
り
し
に
却
て
驚
き
入
申
候
、

其
の
道
は
大
字
川
上
を
経
る
も
の
と
否
ら
ざ
る
も
の
と
の
両
道
有

之
、
小
生
等
は
其
の
後
者
に
依
り
候
、
路
は
絶
え
ず
断
崖
の
上
に
通

じ
、
脚
下
に
渓
流
を
瞰
下
し
、
時
に
老
桜
の
路
を
擁
す
る
も
の
あ
り

て
、
脚
の
進
む
を
覚
え
ず
、
い
つ
し
か
種
生
の
村
に
着
し
申
候
、
学

校
の
前
よ
り
渓
流
を
渡
り
小
坂
路
を
上
下
し
て
役
場
の
傍
に
出
で
、

更
に
南
す
る
こ
と
十
数
町
、
坂
路
を
上
り
て
字
国
見
な
る
兼
好
塚
に

達
し
申
候
、
塚
の
あ
る
処
は
国
見
の
西
方
小
高
き
処
に
森
林
と
な
り

居
り
、
傍
に
「
兼
好
法
師
遺
跡
碑
」
と
云
ふ
花
崗
岩
製
の
立
派
な
る

碑
石
有
之
、
川
田
甕
江
の
撰
文
を
刻
ま
れ
候
、
塚
を
弔
ひ
、
傍
の
民

家
に
て
硯
と
水
を
乞
ひ
て
、
拓
本
数
枚
を
作
り
終
り
た
る
時
は
最
早

夕
方
と
相
成
申
候
、
墓
畔
の
眺
望
は
南
に
首
ヶ
嶽
三
国
山
の
崢

を

仰
ぎ
、
近
く
種
生
川
の
清
流
を
俯
瞰
す
る
幽
邃
の
地
に
て
、
げ
に
吉

田
兼
好
が
居
を
卜
し
け
む
も
理
あ
る
事
と
被
存
申
候
、
其
の
遺
蹟
の

傍
に
草
蒿
寺
と
云
ふ
一
蕭
寺
あ
る
由
、書
物
上
に
て
承
知
仕
居
候
故
、

今
夜
は
此
の
山
間
の
一
幽
寺
に
宿
し
て
、
大
に
詩
的
趣
味
を
味
は
ん

筈
に
て
参
り
候
処
事
志
と
違
ひ
、
寺
は
あ
れ
ど
も
現
今
は
無
住
の
由

を
知
り
、
大
に
落
胆
仕
候
、
詮
方
な
く
疲
れ
た
る
足
を
引
き
擦
り

つ
ゝ
種
生
の
本
邑
に
下
り
た
る
時
は
日
は
全
く
暮
れ
果
て
候
、
遅
れ

序
に
稲
田
久
郎
氏
を
訪
ひ
て
、
元
草
蒿
寺
の
什
物
を
一
覧
仕
候
が
何

れ
も
如
何
は
し
き
も
の
に
候
、
稲
田
氏
は
村
治
君
の
知
人
に
て
宿
泊

を
す
ゝ
め
ら
れ
候
へ
共
、
固
辞
し
、
提
灯
の
御
無
心
を
申
し
蛮
勇
を

皷
し
て
之
よ
り
五
十
町
の
阿
保
駅
へ
出
で
申
候
、
稲
田
氏
を
辞
し
て

間
も
な
く
雨
と
な
り
申
候
に
つ
き
、
之
に
は
雨
用
意
な
き
二
人
大
に

困
却
仕
候
へ
共
、
幸
に
傘
を
借
る
を
得
て
一
先
づ
安
心
し
、
今
回
は

川
上
経
由
の
道
路
に
依
り
、
暗
を
衝
き
脚
に
任
せ
て
五
十
町
の
道
を

一
時
間
に
踏
破
し
、
只
今
阿
保
に
帰
着
し
、
例
の
俵
屋
に
旅
装
を
解

き
た
る
処
に
御
座
候
、
兼
好
の
生
涯
に
つ
き
て
は
異
説
多
く
、
種
生

村
に
於
け
る
其
の
遺
蹟
の
如
き
も
今
後
の
研
究
を
要
す
る
も
の
多
々

有
之
候
、小
生
も
此
の
事
に
つ
き
多
少
の
意
見
な
き
に
あ
ら
ざ
れ
ど
、

今
尚
研
究
の
途
上
に
有
之
候
間
暫
し
発
表
を
見
合
せ
、
茲
に
は
単
に

俗
伝
の
ま
ゝ
を
申
述
る
に
止
め
申
候
不
一

四
月
二
十
四
日
午
後
十
時
　
阿
保
村
俵
屋
に
て
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こ
こ
に
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
貴
重
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
第
一
に
、

川
田
甕
江
の
撰
文
「
兼
好
法
師
遺
跡
碑
」
を
実
見
し
、
拓
本
数
枚
を
採
っ

た
こ
と
。
第
二
に
、
草
蒿
寺
は
あ
っ
た
が
、
無
住
な
の
で
、
そ
こ
に
宿
泊

で
き
な
か
っ
た
こ
と
。
第
三
に
、
種
生
の
町
に
戻
っ
て
「
稲
田
久
郎
氏
」

宅
で
、「
元
草
蒿
寺
の
什
物
を
一
覧
」
し
た
が
、
い
ず
れ
も
い
か
が
わ
し

い
も
の
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
こ
こ
で
稲
田
氏
の
家
と
あ
る
の

は
、
①
で
引
用
し
た
富
岡
鉄
斎
の
漢
詩
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
稲
田
家
」

と
同
じ
家
で
あ
ろ
う
か
。

⑤
【
田
山
花
袋
と
種
生
】

田
山
花
袋
は
、
昭
和
四
年
八
月
に
岡
村
書
店

か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
名
張
少
女
』
の
「
は
し
が
き
」
に
、
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。

私
の
作
に
名
張
少
女
と
い
ふ
の
が
あ
つ
た
。
嘗
て
博
文
館
か
ら
出

版
せ
ら
れ
た
事
が
あ
る
。
今
度
名
張
の
書
肆
岡
村
君
が
、
是
非
発
行

し
た
い
と
の
熱
心
な
願
。
明
治
の
文
学
を
昭
和
に
紹
介
す
る
…
…
ま

あ
当
今
の
一
流
行
だ
と
云
つ
て
笑
つ
た
。

名
張
へ
は
数
度
行
つ
た
。
赤
目
四
十
八
瀑
、
香
落
渓
、
月
の
瀬
梅

渓
等
、
此
の
町
の
周
囲
に
は
天
下
の
景
勝
が
中
々
多
い
。
史
蹟
に
も

相
当
富
ん
で
ゐ
て
、
女
人
高
野
の
室
生
寺
も
程
近
い
。
上
野
町
に
は

芭
蕉
塚
が
あ
る
。
荒
木
又
右
衛
門
の
仇
討
旧
蹟
が
あ
る
。
又
兼
好
法

師
の
徒
然
草
遺
蹟
と
い
は
る
ゝ
地
が
、
種
々
生
村
に
あ
る
等
は
世
に

高
い
。（
後
略
）

「
種
々
生
村
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
種
生
村
」
の
誤
植
で
あ
る
が
、

「
兼
好
法
師
の
徒
然
草
遺
蹟
と
い
は
る
ゝ
地
が
、
種
々
生
村
に
あ
る
等
は

世
に
高
い
」
と
あ
り
、
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
昭
和
初
期
に
も
種
生
村
が

兼
好
と
ゆ
か
り
が
深
い
こ
と
は
名
高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、

「
上
野
町
に
は
芭
蕉
塚
が
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
の
と
は
、
微
妙
に
書
き

方
が
異
な
り
、「
兼
好
塚
」
と
は
書
い
て
お
ら
ず
、「
兼
好
法
師
の
徒
然
草

遺
蹟
と
い
は
る
ゝ
地
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
書
き

方
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
は
、
種
生
村
で
、
兼
好
が
徒
然
草
を
執
筆
し
た

か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
青
山
町
の
地
元
史
家
・
中
義
貫
の
『
国
見
山

と
兼
好
法
師
…
…
そ
の
伊
賀
終
焉
考
』（
昭
和
六
十
年
九
月
・
青
山
文
芸

社
）
に
、「『
草
蒿
寺
』
の
寺
名
は
、
兼
好
が
徒
然
草
や
和
歌
の
原
稿
を
書

い
た
寺
と
し
て
『
草
稿
寺
』
と
書
か
れ
、
よ
ば
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
正

し
く
は
『
草
蒿
寺
』
な
の
で
あ
る
。
草
が
蒿
く
し
げ
る
の
寺
名
で
あ
る
」

（
五
八
ペ
ー
ジ
）
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
参
考
に
な
ろ
う
。

こ
の
「
草
蒿
寺
」
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
北
畠
親
房
の
『
伊
賀
記
』

に
も
そ
の
名
が
見
え
る
寺
で
あ
り
、
兼
好
が
徒
然
草
を
こ
こ
で
書
い
た
か

ら
「
草
稿
寺
」
と
名
付
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
氏
も
今
引
用
し
た

部
分
に
続
け
て
、
北
畠
親
房
の
『
伊
賀
記
』
や
土
田
杜
若
の
『
伊
賀
名
所

記
』
の
記
述
を
引
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
、「
草
蒿
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寺
」
を
「
草
稿
寺
」
と
表
記
し
た
り
す
る
訛
伝
に
触
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

中
氏
の
理
解
と
し
て
は
、「
草
稿
寺
」
と
書
い
て
、
あ
た
か
も
こ
こ
で
兼

好
が
徒
然
草
を
執
筆
し
た
か
の
よ
う
に
思
う
の
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ
と
自
体
、

兼
好
終
焉
伝
説
が
、
同
時
に
こ
こ
で
の
徒
然
草
執
筆
伝
説
も
呼
び
起
こ
し

て
お
り
、
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
が
、「
草
蒿
寺
」
と
い
う
名
前
が

「
草
稿
」
に
音
通
す
る
こ
と
に
よ
る
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
地
元
で
の
草
蒿
寺
に
お
け
る
徒
然
草
執
筆
伝
承
が
あ
り
、
そ
れ
が
先

に
挙
げ
た
田
山
花
袋
の
記
述
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
も
反
映
し
て
い
る

と
考
え
た
い
。

⑥
【
冨
倉
徳
次
郎
の
種
生
訪
問
】

早
い
時
期
に
種
生
を
訪
れ
た
国
文
学

者
と
し
て
は
、
ま
ず
冨
倉
徳
次
郎
が
挙
げ
ら
れ
る
。
近
現
代
の
国
文
学
者

は
、
種
生
に
お
け
る
兼
好
伝
説
に
つ
い
て
自
著
や
自
論
で
詳
し
く
触
れ
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
中
で
、
冨
倉
徳
次
郎
は
、
実
際
に
種

生
を
訪
れ
、
現
地
調
査
を
し
て
い
る
。
昭
和
十
八
年
二
月
刊
行
の
『
兼
好

法
師
研
究
』（
丁
子
屋
書
店
）
の
「
第
一
章
　
伝
説
」
に
は
、
種
生
を
訪

れ
た
時
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

山
間
を
静
か
に
し
か
し
数
丈
の
涯
を
左
右
の
岸
に
造
つ
て
流
れ
る

前
深
瀬
川
を
挟
ん
で
細
長
く
延
び
て
ゐ
る
こ
の
村
は
、
今
も
昔
な
が

ら
に
農
業
と
養
蚕
と
に
よ
つ
て
平
和
に
し
か
し
細
々
と
生
活
を
営
ん

で
ゐ
る
。
村
の
中
枢
部
を
形
造
る
種
生
と
呼
ぶ
字
は
こ
の
山
間
の
村

の
中
で
も
更
に
一
段
高
い
山
の
上
に
展
け
て
ゐ
る
。
小
学
校
・
村
役

場
・
種
生
神
社
・
常
楽
寺
等
村
の
公
共
機
関
は
総
べ
て
こ
ゝ
に
あ

る
。
兼
好
塚
の
あ
る
と
い
ふ
国
見
山
と
呼
ぶ
丘
は
こ
の
字
種
生
の
一

区
画
か
ら
少
し
隔
た
つ
た
こ
ん
も
り
小
高
い
丘
を
い
ふ
の
で
あ
る
。

四
五
段
の
石
磴
を
つ
け
た
こ
の
丘
は
上
が
百
五
六
十
坪
の
広
さ
で
、

松
や
杉
が
鬱
蒼
と
茂
つ
て
昼
尚
小
暗
い
。
丁
度
こ
の
丘
か
ら
見
る
と

南
方
に
伊
賀
大
和
の
境
に
聳
え
る
国
見
山
（
こ
の
土
地
の
人
は
こ
れ

を
尼
ヶ
岳
と
呼
ん
で
ゐ
る
）
が
正
し
く
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
丘

の
中
央
部
に
二
三
尺
の
高
さ
の
一
坪
程
の
塚
が
見
出
さ
れ
る
が
、
こ

れ
こ
そ
兼
好
塚
で
あ
る
と
い
ふ
。
も
と
よ
り
墓
石
も
な
に
も
残
つ
て

ゐ
な
い
。
私
が
訪
ね
た
時
は
村
人
の
心
や
り
か
、
山
つ
ゝ
じ
が
供
へ

ら
れ
て
ゐ
た
。
土
地
の
人
は
こ
れ
を
「
け
ん
こ
う
さ
ん
」
と
呼
ん
で

ゐ
る
。
只
塚
の
傍
に
明
治
二
十
六
年
三
月
、
時
の
諸
陵
頭
川
田
剛
撰
、

巌
谷
修
書
の
碑
文
を
刻
し
た
高
さ
八
尺
余
幅
五
尺
五
寸
に
余
る
大
石

が
立
つ
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
前
述
園
太
暦
仕
立
の
記
事

に
よ
つ
て
兼
好
伝
を
記
し
、
こ
の
塚
を
以
て
兼
好
の
墳
墓
と
見
る
べ

き
由
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

私
が
こ
ゝ
を
訪
ね
た
時
は
五
月
も
末
の
こ
と
で
、
山
つ
ゝ
じ
が
美

し
く
咲
き
、
数
丈
の
松
杉
の
林
の
中
に
は
楓
や
榊
や
ね
ず
の
木
の
若

葉
が
美
し
い
事
で
あ
つ
た
。
こ
の
辺
は
杜
鵑
を
聞
く
に
よ
く
、
土
地

の
人
の
手
に
よ
つ
て
こ
の
丘
の
周
囲
は
よ
く
整
理
せ
ら
れ
て
国
見
公
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園
を
な
し
て
ゐ
る
。
近
年
伝
説
名
勝
地
と
な
つ
た
と
い
ふ
。
し
か
し

兼
好
に
関
す
る
限
で
は
一
見
し
て
そ
の
土
地
柄
と
い
ひ
、
そ
の
塚
と

云
ひ
、
何
等
か
の
確
実
な
証
拠
な
く
し
て
は
兼
好
と
結
び
付
け
る
事

不
可
能
な
る
土
地
で
あ
る
。

冨
倉
は
、
今
引
用
し
た
最
後
の
と
こ
ろ
で
、「
兼
好
と
結
び
付
け
る
事

不
可
能
な
る
土
地
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
種
生
に
お
け
る
兼
好
終
焉

伝
説
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
現
地
調
査
を
行
っ
た
上

で
の
発
言
で
あ
る
こ
と
が
貴
重
で
あ
ろ
う
。

兼
好
伝
説
の
こ
と
を
研
究
書
に
取
り
上
げ
て
も
、
現
地
調
査
ま
で
は
行

わ
ず
に
書
く
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
冨
倉
の
研
究
以
前

の
も
の
で
、『
合
評
徒
然
草
新
解
』（
大
正
六
年
十
一
月
刊
・
好
文
会
同

人
・
武
島
又
次
郎
他
）
の
「
兼
好
法
師
伝
」
を
執
筆
し
た
鳥
野
幸
次
は
、

『
国
の
花
』（
大
正
十
五
年
九
月
・
中
央
歌
道
会
出
版
）
に
掲
載
さ
れ
た
エ

ッ
セ
イ
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
引
用
は
、
先
に
挙

げ
た
『
兼
好
記
念
祭
三
重
県
史
跡
資
料
』
の
巻
末
添
付
資
料
に
よ
る
。

大
正
六
年
に
、好
文
会
同
人
の
合
評
徒
然
草
新
解
を
出
し
た
時
に
、

私
は
其
の
附
録
に
す
る
兼
好
法
師
伝
を
書
い
た
の
で
あ
る
が
、
其
の

中
に
伊
賀
国
見
の
麓
、
田
井
庄
奈
保
村
（
今
の
種
生
村
）
に
兼
好
の

墓
と
伝
へ
る
も
の
が
あ
り
、
所
の
人
は
ケ
ン
コ
ン
塚
と
い
ふ
由
を
録

し
て
お
い
た
の
は
、
主
と
し
て
寛
保
四
年
、
柏
崎
永
以
の
奥
書
の
あ

る
兼
好
法
師
伝
考
に
拠
っ
た

　
（
マ
マ
）
　

も
の
で
あ
っ
て
、
同
書
に
は
尚
其
の
地

方
の
見
取
図
や
墓
面
の
図
な
ど
も
つ
け
て
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
私
は

之
を
単
に
一
の
伝
説
地
と
し
て
軽
く
見
て
お
い
た
の
み
で
、
深
く
信

を
置
か
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
が
、
こ
の
事
は
絶
え
ず
心
に
か
か
っ

て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
遊
を
機
会
に
せ
め
て
国
見
山
で
も
遠
望

し
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
時
間
の
切
迫
し
て

ゐ
た
上
に
俄
雨
に
さ
へ
襲
は
れ
た
為
に
、
公
園
に
な
っ
て
ゐ
る
旧
城

址
に
も
上
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
す
ら
叶
は
な
か
っ

た
。然

る
に
こ
ん
な
こ
と
を
支
部
長
の
神
戸
政
孝
君
等
に
話
し
て
お
い

た
も
の
だ
か
ら
、
同
君
が
昨
日
の
会
に
も
出
て
を
ら
れ
た
依
那
古
の

尋
常
高
等
小
学
校
長
の
新
佐
業
君
に
話
さ
れ
た
さ
う
で
、
後
日
に
其

の
方
か
ら
名
賀
郡
の
史
学
同
好
会
で
出
来
た
兼
好
法
師
伝
や
其
他
の

材
料
を
も
贈
ら
れ
た
。

（
中
略
）

私
も
一
た
び
は
機
会
を
得
て
是
非
其
の
遺
跡
を
弔
ひ
、
且
つ
は
其

の
風
光
に
も
接
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
読
む
と
、
種
生
の
兼
好
伝
説
に
対
す
る
当
時
の
一
般
的
な
態
度

が
わ
か
る
。
現
地
を
訪
れ
た
い
と
思
い
な
が
ら
、
果
た
せ
な
い
で
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
一
歩
進
め
て
、
現
地
調
査
し
た
の
が
冨
倉
徳
次
郎
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
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⑦
【
斎
藤
栄
の
推
理
小
説
で
の
種
生
】

そ
れ
で
は
、
現
代
文
学
に
お
い

て
は
、
種
生
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
斎
藤
栄
の
推
理

小
説
に
『
徒
然
草
殺
人
事
件
』（
昭
和
五
十
年
二
月
刊
・
光
文
社
、
そ
の

後
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
に
集
英
社
文
庫
刊
、
引
用
は
こ
の
文
庫
版
に
よ

る
）
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
こ
の
中
に
種
生
の
兼
好
塚
の
こ
と
が
次
の
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
。

種
生
は
、
上
野
盆
地
の
南
は
ず
れ
に
あ
る
。
こ
こ
は
、
北
に
鈴
鹿

国
定
公
園
を
ひ
か
え
、
南
に
室
生
、
赤
目
、
青
山
国
定
公
園
を
望
む

景
勝
の
地
だ
が
、
土
地
そ
の
も
の
は
、
木
材
の
ほ
か
、
わ
ず
か
な
農

産
物
を
も
つ
寒
村
に
過
ぎ
な
い
。

名
古
屋
方
面
か
ら
、
こ
こ
を
訪
ね
る
に
は
、
国
鉄
「
松
阪
」
の
駅

で
、
近
鉄
大
阪
線
に
乗
り
か
え
て
、
布
引
山
地
の
あ
る
青
山
高
原
を

ト
ン
ネ
ル
で
く
ぐ
り
ぬ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

東
青
山
の
駅
は
、
聳
え
立
つ
山
あ
い
に
あ
り
、
ち
ょ
っ
と
天
候
が

悪
け
れ
ば
、
も
う
霧
に
包
ま
れ
て
し
ま
う
。
近
鉄
大
阪
線
は
、
こ
の

駅
か
ら
す
ぐ
に
、
標
高
八
百
メ
ー
ト
ル
の
南
北
に
走
る
脊
梁
山
脈
を

突
っ
切
る
。
こ
こ
で
、
東
と
西
の
天
候
は
、
が
ら
り
と
変
わ
る
の
だ
。

（
中
略
）

そ
の
道
路
に
沿
っ
て
、
地
元
で
は
木
津
川
、
ま
た
は
深
瀬
川
と
呼

ん
で
い
る
川
筋
が
蛇
行
し
て
い
る
。
川
を
ひ
と
つ
渡
っ
て
、
常
楽
寺

と
い
う
寺
の
前
で
、
急
な
坂
を
の
ぼ
り
つ
め
た
と
こ
ろ
が
寄
合
所
だ

っ
た
。

種
生
派
出
所
は
、
こ
の
常
楽
寺
の
隣
に
あ
る
。
南
無
大
師
遍
照
金

剛
と
い
う
赤
い
旗
を
出
し
た
常
楽
寺
は
、
か
つ
て
元
禄
の
こ
ろ
、

『
種
生
伝
』
の
著
者
篠
田
厚
敬
が
こ
こ
へ
納
め
た
と
い
う
兼
好
上
人

像
が
あ
る
こ
と
で
有
名
だ
。

推
理
小
説
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
あ
た
り
の
雰
囲
気
を
、
暗

く
描
き
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
篠
田
厚
敬
が
常
楽
寺
に

兼
好
の
画
像
を
納
め
た
と
書
い
て
い
る
の
は
、
誤
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
次
に
紹
介
す
る
森
本
哲
郎
の
紀
行
文
は
、
画
像
の
伝
来
の
経
緯
に

触
れ
て
い
る
。

⑧
【
森
本
哲
郎
の
紀
行
文
】

森
本
哲
郎
の
『
ぼ
く
の
日
本
東
西
遊
記
』

③
（『Signature

』
一
九
九
五
年
三
月
）
の
「
兼
好
の
墓
」
は
、
種
生
の

兼
好
塚
を
訪
れ
た
時
の
紀
行
文
で
あ
る
。
現
代
で
も
文
学
者
た
ち
は
兼
好

塚
を
目
指
し
て
種
生
を
訪
れ
て
い
る
資
料
と
し
て
、こ
こ
に
紹
介
し
た
い
。

次
に
引
用
す
る
の
は
、
こ
の
紀
行
文
の
中
か
ら
、
主
と
し
て
種
生
の
風
景

や
兼
好
塚
の
描
写
が
あ
る
部
分
で
あ
る
。

買
い
求
め
た
古
い
地
図
で
見
る
と
、
兼
好
の
塚
が
あ
る
と
い
う

「
国
見
山
の
麓
」
の
種
生
は
、
伊
賀
国
名
張
郡
に
あ
る
。
そ
こ
に
、
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か
つ
て
、
草
蒿
寺
と
い
う
寺
が
あ
っ
て
、
兼
好
の
遺
品
（
短
尺
）
と
、

「
兼
好
上
人
像
」
と
が
納
め
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
が
、
納
め
ら
れ
た

の
は
、
時
代
が
ず
っ
と
さ
が
っ
た
元
禄
の
こ
ろ
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く

た
だ
の
伝
え
に
す
ぎ
ま
い
。

だ
い
い
ち
、
こ
の
寺
は
天
正
九
年
（
一
五
八
七
）、
織
田
信
長
に

よ
っ
て
焼
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
江
戸
中
期
の
宝
永
四
年
（
一
七

〇
六
）
に
再
建
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
江
戸
末
期
の
安
政
四
年
（
一
八

五
四
）
の
大
地
震
で
崩
壊
し
て
、
い
ま
は
そ
こ
と
知
れ
る
跡
し
か
な

い
ら
し
い
。
さ
い
わ
い
、
土
佐
光
成
筆
と
い
う
「
兼
好
画
像
」
と
、

兼
好
自
筆
と
さ
れ
る
短
尺
は
、
近
く
の
常
楽
寺
に
移
さ
れ
て
現
存
し

て
い
る
の
だ
が
。（
中
略
）

兼
好
が
死
ん
で
か
ら
六
百
数
十
年
、
田
山
花
袋
が
こ
こ
を
訪
れ
て

か
ら
も
七
十
年
近
く
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
花
袋
が
「
阿
保
」
と

い
う
「
停
車
場
」
を
降
り
て
、「
丘
と
丘
の
重
な
り
合
つ
た
、
さ
び

し
い
村
か
ら
村
へ
と
伝
つ
て
」、
さ
ら
に
そ
の
「
ず
つ
と
奥
の
奥
に

あ
る
」
と
書
い
た
種
生
の
風
景
は
、
と
う
ぜ
ん
、
変
つ
て
い
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
兼
好
の
墓
と
い
わ
れ
る
塚
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
た
し

か
な
よ
う
だ
。
そ
の
塚
は
、
ど
の
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い

る
の
だ
ろ
う
。（
中
略
）

車
を
お
り
て
、
細
い
道
を
た
ど
る
。
左
手
は
畑
、
右
手
に
ポ
ツ
ン

と
一
軒
の
農
家
。
そ
こ
か
ら
梅
林
が
つ
づ
い
て
い
る
。
つ
き
当
り
に

小
高
い
一
叢
の
林
が
見
え
た
。
そ
の
林
の
手
前
に
大
き
な
石
の
碑
が

あ
り
「
兼
好
終
焉
の
地
　
草
蒿
寺
跡
」
と
彫
ら
れ
て
あ
っ
た
。

落
葉
を
踏
ん
で
丘
に
の
ぼ
る
。
傍
ら
に
、
何
や
ら
書
き
つ
け
た
碑

が
あ
る
が
、
判
読
も
で
き
な
い
ほ
ど
古
び
て
お
り
、
読
む
の
を
あ
き

ら
め
て
林
に
立
つ
。

そ
こ
、
こ
こ
に
蜘
蛛
の
糸
が
昨
夜
の
雨
滴
を
と
ど
め
て
、
キ
ラ
キ

ラ
光
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
向
う
に
、
朽
ち
か
け
た
木
の
柵
が

囲
わ
れ
た
兼
好
の
塚
が
あ
っ
た
。

ぼ
く
は
長
い
こ
と
、
そ
の
兼
好
塚
と
向
い
合
っ
て
い
た
。
む
ろ
ん
、

こ
れ
が
兼
好
の
墓
で
あ
る
根
拠
は
何
も
な
い
。
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て

い
た
「
け
ん
こ
ん
（
乾
坤
）
塚
」
が
、
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
、

い
つ
の
間
に
か
「
兼
好
塚
」
に
な
っ
た
の
だ
、
と
も
い
う
。
長
い
間
、

忘
れ
ら
れ
て
い
た
兼
好
法
師
に
、
幾
重
に
も
伝
説
の
衣
を
着
せ
た
の

は
、江
戸
の
中
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。ど
れ
ほ
ど
多
く
の〝
兼

好
伝
〞
や
〝
兼
好
物
語
〞
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
か
。
し
か
し
、
兼
好

の
姿
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ぼ
く
は
伝

説
や
物
語
に
こ
そ
真
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
、
と
確
信
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、
あ
ら
ゆ
る
古
典
は
「
後
世
が
書
く
」
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

森
本
哲
郎
の
「
兼
好
の
墓
」
は
、
た
ん
な
る
探
訪
記
で
は
な
く
、
彼

の
徒
然
草
論
で
あ
り
、
兼
好
論
に
な
っ
て
い
る
。
森
本
が
田
山
花
袋
の
種

生
訪
問
記
に
言
及
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
が
、
花
袋
の
全
集
を
通
覧

し
て
も
、
こ
れ
に
相
当
す
る
作
品
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
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森
本
哲
郎
は
現
代
の
文
学
者
の
中
で
も
『
徒
然
草
』
に
関
心
が
高
く
、

『
ぼ
く
の
日
本
十
六
景
…
…
空
の
名
残
』（
新
潮
社
・
二
〇
〇
一
年
五
月
）

で
も
、
そ
の
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
で
『
徒
然
草
』
第
二
十
段
に
触
れ
て
い

る
。以

上
、
種
生
を
訪
れ
た
文
学
者
や
研
究
者
た
ち
の
記
述
を
紹
介
し
て
き

た
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
、
種
生
の
兼
好
旧
跡
を
め
ぐ
る
情
景
描
写
が
か
な

り
詳
し
く
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
兼
好
を
偲
ぶ
気
持
ち
に
も
真
摯
な
も
の

が
感
じ
ら
れ
る
。
今
後
と
も
さ
ら
に
種
生
で
の
兼
好
終
焉
伝
説
か
ら
派
生

し
た
も
の
を
近
世
文
学
の
世
界
の
み
な
ら
ず
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
文

学
作
品
や
記
録
の
中
か
ら
探
索
し
て
ゆ
き
た
い
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
種
生
の
兼
好
塚
と
常
楽
寺
で
の
現
地
調
査
を
も
と
に
、
江

戸
時
代
の
種
生
に
関
わ
る
兼
好
伝
と
伊
賀
の
地
誌
を
概
観
し
、
あ
わ
せ
て

服
部
土
芳
に
お
け
る
兼
好
へ
の
思
い
、
さ
ら
に
は
近
代
か
ら
現
代
に
い
た

る
文
学
者
や
芸
術
家
が
種
生
を
訪
れ
、
兼
好
の
旧
跡
に
さ
ま
ざ
ま
な
感
慨

を
抱
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
地
元
で
の
兼
好
顕
彰
の
努
力
の
跡
を
辿
っ

て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
以
来
、
伊
賀
種
生
に
お
け
る
兼
好

終
焉
伝
説
へ
の
熱
い
思
い
が
現
代
ま
で
脈
々
と
し
て
続
い
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
兼
好
伝
説
は
、
伊
賀
種
生
に

お
い
て
、
こ
れ
か
ら
も
生
き
続
け
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
の
研
究
の
意
義
も
大
き
い
と
思
う
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
調
査
研
究
、
お
よ
び
そ
の
前
後
の
時

期
も
含
め
て
、
放
送
大
学
三
重
学
習
セ
ン
タ
ー
所
長
・
作
野
史
朗
先
生
、

種
生
常
楽
寺
樋
口
有
弘
氏
、
三
重
県
青
山
町
教
育
長
小
竹
紀
忠
氏
を
は
じ

め
と
す
る
、
関
係
各
位
の
多
く
の
方
々
に
は
、
並
々
な
ら
ぬ
御
厚
情
を
賜

り
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
心
よ
り
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
ま
た
、

資
料
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
国
立
国
会
図
書
館
・
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。注

（
１
）
拙
稿
「
徒
然
草
以
後
」（『
国
文
学
』
・
三
四
巻
三
号
・
平
成
元
年
三
月
）、

「
兼
好
伝
説
と
そ
の
展
開
」（『
日
本
の
美
学
』
第
十
五
号
・
平
成
二
年
二

月
）。
と
も
に
後
に
拙
著
『
徒
然
草
の
変
貌
』（
ぺ
り
か
ん
社
・
一
九
九
二

年
）
に
所
収
。

（
２
）
冨
倉
徳
次
郎
著
『
兼
好
法
師
研
究
』（
丁
子
屋
書
店
・
昭
和
十
八
年
版
）、

三
十
五
頁
。
な
お
、
本
書
は
昭
和
十
二
年
版
に
新
資
料
に
よ
る
増
補
訂
正

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
川
平
敏
文
「『
兼
好
上
人
像
』
と
篠
田
厚
敬
」（『
日
本
古
典
文
学
会
々

報
』
一
三
三
号
）

（
４
）
注
１
拙
稿

（
５
）
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
本
文
の
み
を
翻
刻
し
、『
種
生
伝
』
の
挿
絵
は
省

略
し
た
。
な
お
、『
種
生
伝
』
の
翻
刻
は
最
近
、
川
平
敏
文
編
注
『
近
世

兼
好
伝
集
成
』（
平
凡
社
・
二
〇
〇
三
年
）
に
も
収
録
さ
れ
、
そ
こ
で
は

挿
絵
も
入
っ
て
い
る
。
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（
６
）
『
国
書
人
名
辞
典
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
・
一
九
九
三
年
）
に
よ
る
。

（
７
）
菊
岡
如
幻
編
『
伊
水
温
故
』（
上
野
市
古
文
献
刊
行
会
・
昭
和
五
八
年
）、

二
八
六
頁
。

（
８
）
『
大
日
本
地
誌
大
系
・
三
国
地
誌
下
』（
雄
山
閣
・
昭
和
七
年
）、
八
八

頁
・
九
一
頁
。

（
９
）
兼
好
の
和
歌
に
言
及
し
て
い
る
作
品
と
し
て
は
、
木
下
長
嘯
子
の
『
大

原
記
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
長
嘯
子
に
お
け
る
『
徒
然
草
』
や
兼
好
和
歌
の

摂
取
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
日
本
文
学
に
お
け
る
住
ま
い
』（
放
送
大
学

教
育
振
興
会
・
二
〇
〇
四
年
三
月
）
の
第
七
章
参
照
。

（
10
）
川
平
敏
文
「
兼
好
塚
の
文
学
…
…
常
楽
寺
所
蔵
・
近
世
兼
好
伝
資
料
解

題
」（『
雅
俗
』
第
十
号
平
成
十
五
年
一
月
）
に
全
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

も
の
に
よ
っ
た
。

（
11
）
注
10
論
文
に
よ
る
。

（
12
）
沖
森
直
三
郎
「
歴
史
的
文
学
史
的
資
料
と
し
て
の
兼
好
法
師
と
伊
賀
文

献
考
」（『
伊
賀
郷
土
史
研
究
』
第
六
号
）
に
は
、「
一
四
、
兼
好
法
師
家

集
　
嘉
永
二
年
撰
　
全
一
冊
／
伊
賀
　
入
交
守
一
校
正
書
写
本
／
兼
好
五

百
回
忌
に
際
し
脱
稿
、
明
治
二
十
四
年
　
岡
の
屋
の
主
人
影
刊
」
と
あ
り
、

こ
の
本
の
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
明
治
二
十
四
年
と
あ
る

の
は
、
明
治
三
十
四
年
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。

付
記
　
本
研
究
は
、
平
成
十
五
年
度
放
送
大
学
特
別
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

（
平
成
十
五
年
十
一
月
十
二
日
受
理
）
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The Development of Kenko Legends
around Tanao, Iga. 

Yuko SHIMAUCHI

ABSTRACT

During the Edo period, it was generally believed that Kenko, the author of
Tsurezuregusa or Essays in Idleness, spent his final years in Tanao, Iga. This Kenko leg-
end is reflected in local topographies of Iga which record some of his episodes. His biogra-
phy Shuseiden was also written, taking the name of the place. 

There is a grave mound in Tanao which has been believed to be Kenko's. It has therefore
been a sight of literary interest, attracting many authors and artists since the Edo period
up to date, such as Doho Hattori, a disciple of Basho, and the painter Tessai Tomioka.
Their journey and visit to Kenko’s grave mound in Tanao were recorded as books or
essays, which I would like to call ‘Tanao Travel Writings’ as a whole. This essay traces
their development and lineage. A study of these travel records will clearly show that peo-
ple had a strong interest not just in Tsurezuregusa as a literary work, but also in the
author Kenko himself as a person. 


