
日

本

近

世

前

紀

序

説

中

寸ホ

直

勝

第

一
説

時

の

歩

み

時

の
威

力

に
追

わ
れ

て
日

々
刻

々
を
勉

め
て

お
る

の
が

人
間

で
あ
り

、
時

の
威

力

の
お

か
げ

で
、
生
き

て
お

る

の
が

、
歴
史

の
学

問

で
あ

る
。

も

し
、

こ
の
世

の
中

に

「
時
」

と

い
う
も

の
が
無

か

っ
た

な
ら
ば

、
ど
う

な

る
も

の
で
あ

ろ
う
。

「
時
」

の
動

き

が
な
か

っ
た
な
ら

ば
、

万
物

す

べ
て
に
生

死

は
な
く
、

森

羅
に
盛
衰

は
な
く

、
万
象

に

栄
枯

は
な

い
は
ず

で
あ

る
。

"時

"
と

い
う
も

の
を

、

】
体

誰

が

創
造

し
た
も

の
か
。

ど
う

し

て

「
時
」

と

い
う
も

の
が
存

在
す

る
の
か
。

地
球

が
動

く
か

ら
時
が

動
く

の
か
。
地
球

の
公
転

や
自
転
を
抑

止

し
た
ら
、

時

は
動

か
な

い

も

の
か
。

地
球

は

動
か
な
く

と
も

、
電

子

の
自

爆

は
あ

る
も

の
か
。

そ
う

で
は
あ

る

ま

い
。

ど

の
よ
う

な
意

味

に
お

い
て
も

、

動

く
と

い
う

こ
と

は
、
最
高

最
下

最
大

最
小

の
意
味

に
お

い
て

「
一
っ
の
カ
」

で
起

る
も

の

で
は
な

い
。

そ

れ

に
対
す

る
何
等

の
積

み
重

ね
が

あ

っ
て
、
初

め

て
起

る

こ
と

で
あ

る
。

積

み
重

ね
る
と

い
う

こ
と

は

「
時
」

が

進

ん
だ
と

い
う

こ
と

で
あ

る
か
ら

、

「
動
く
」

こ
と

は

時

の
小
車

に
乗

っ
て

こ
そ
初

ま
る

こ
と

で
あ

る
。

「
時
」

と

い
う
も

の
の
短

か
さ

は
、
ど

の
位

の
短

か
さ
で

あ
ろ

う
か
。

極
微

の
世

界
と

か
、..口
う
悼
.口
葉

で

、

「
物
」

の
量

の
極
度

の
小

さ
さ
を

冒
う
が
、
時

の
短

か
さ

は

そ
れ

の
何
十
億

兆
分

の

一
で
あ

る
と
言

っ
て
も

、
言

い
表

わ

せ
な

い
ほ
ど

の
、
微

々
小

々
で
あ

ろ
う
。

も

し
時

の
短

か
さ
を
観
念

し
得

る
人
あ
り
と

す
れ

ば
、

そ
れ

は
大

聖

で
あ

る
ま

い
か
。

時

の
短
か
さ

は
、
ど
う

し

て
も

認
識

す

る
こ
と

が
出

来
な

い
の
で
は
な

い
か
。

そ
れ
故

に
、
時

の
短
か

さ
を

認
識
す

る
方
法
と

し
て
、
時

の
速

さ
を
も

っ
て
す

る

こ
と

口
本
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が
発
案
さ
れ
た
。

一
念
三
千
念
と
い
う
言
葉
が
、
そ
の

一
例
で
あ
る
。

ハ
ッ
と
思
う

一
念
の
聞
に
、
三
千
の
思
慮
が
生
滅
す
る
ほ
ど
、
時
間

の
た

つ
の
は
速

い
、
と
言
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
量

の
大
小
を
表

は
す

に
、
も

の
＼
速
度
を
も

っ
て
す
る
。

こ
の
認
識
の
方
法
は
印
度
や
中
国
で
発
明
さ
れ
た
方
便

で
あ

っ
た
。
光
年
の
数
で
宇
宙

の
広
さ
を
言
う

の
も
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
光
線
の
速
度

で
、
宇
宙

の
幅
を
言
う
の

で
あ
る
か
ら
。

考
え
て
み
る
と
、
そ
う
し
た
観
念
的
に
言

っ
て
も
意
識
の
出
来
ぬ
ほ
ど
の
短
い
時
が
、
刻

々
に
重
な
り
重
な
る
と
、
幾
億
光
年
と

い
う
長
い
時
が
積

み
重
ね
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
幾
億
光
年

の
時
間

の
力
は
、
と
う
と
う
、
微
粒
子
か
ら
太
陽
系
そ
の
他

の
天
体
を
も
創
造

し
、
そ
れ
を
微
塵
に
も
砕
破
し
た
ろ
う
。
微
塵
か
ら
ま
た
次

の
有
形

物
を
も
造

っ
た
で
あ
ろ
う
。
微
生
物
か
ら
、
終
に
現
代

人
聞
と

い
う
絶
大
な
る
も

の
ま
で
に
発
展
せ
し
め
た
。

時

の
流
れ
の
恐
ろ
し
さ
を
し
み
じ
み
と
思
い
、
時

の
流
れ
の
恭
な
さ
に
、
し
み
じ
み
と
頭
を
下
げ
る
。

そ
の

"
時
"

の
流
れ
に
追

い
廻
さ
れ
て
、
営

々
孜
々
と
、
稼
ぎ

働
き
勉
め
て
お
る
の
が
、

い
ま
の
わ
れ
わ
れ
で
あ
る
。
時

の
力
に
押
さ
れ
て
、
押
し
返
す
力
も
な
く
、
押
し
返
そ
う
と
も
せ
ず
、
黙

々
と
、
時

の
歯
車

に
乗
せ
ら
れ
、
時

の
歯
車

に
喘

い
で
お
る
の
が
、
人
間

で
あ
る
。

そ
の
恐
ろ
し
い

"
時
"
と
い
う
絶
体
力
を
積
み
重
ね
、
積
み
重
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
ず
る
新
ら
し

い
変
化
を
、
振
り
返

っ
て
、
何
と
か
眺
め
よ
う
と
す
る
の
が

「
歴

史
」

で
あ
る
。
鬼
の
言
葉
で
言
え
ば
、
歴
史
家
と
は
、
時

の
思
恵

で
生
活
の
資
を
得
て
お
る
も

の
ど
も
で
あ

る
。

そ
の
視
点

に
立

っ
て
、
す
ぎ
し

日
を
顧
る
と
、

い
ま
か
ら
五
六
百
年
前

に

「
時
」

の
著
し
き
活
躍
が
あ
る
。

そ
の
活
躍
が
、
ど
の
よ
う
な
色
調

の
も

の
で
あ
る
か
、
を

見
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
稿
の
狙

い
で
あ
る
。

四
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室
町
花
御
所
。

こ
の
言
葉
を
吟
味
す
る
と
き
、
こ
れ
か
ら
言
わ
ん
と
す
る
日
本
近
世
期
な
る
も

の
＼
姿
が
、
充
分
に
把
握
出
来

る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

室
町
幕
府

の
あ

っ
た
と

こ
ろ
は
京
都
御
所
至
近
の
土
地
で
あ

る
。

足
利
尊
氏
が
、
幕
府
を
創
め
た
と
き
、
そ
れ
を
鎌
倉
に
置
く

べ
き
で
あ
る
と

い
う
要
望
が
あ

っ
た
時

に
、
当
時
指
導
的
な
立
場

に
立

っ
た
禅
僧

の
興
禅
護
国
思
想
に
則

っ
て
、
そ
れ
を
排
し
、
政
令

は
必
ず

一
途

に
出
ず

べ
く
、
政
界
は
宗
教
界
に
引
摺
ら
れ
る
べ
き
で
な
い

と

い
う
強
き
政
治
思
想
に
基

い
た

一
因
と
、
も
う

一
つ
、
足
利
氏
は
決
し
て
北
条
氏

の
後
継
者
で
は
な
い
事
を
、
天
下
諸
侯
に
告
知
す

る
必
要
と
か
ら
、
京
都
の
室
町
頭
、

持
明
院
朝
廷

の
隣
接
地

に
、
柳
営
を
構

え
て
し
ま

っ
た
。
持
明
院
朝
廷
を
離
し
て
は
足
利
氏
は
逆
賊
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
を
惧
れ
て
擁
衛
容
易

の
と
こ
ろ
を
稽
え
た
か
ら

で
あ
る
。
足
利
氏
は
自
分
の
軍

は
義
兵

で
あ
り
、
新

田
義
貞
は
凶
徒
で
あ
り
、
楠
木
正
成
は
悪
党
で
あ
る
こ
と
を
、
常

に
弘
布
宣
伝
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史

に
大
き
な
時

の
累
積
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
な
ら
ば
、
何
も

か
も
、

「
故
右
大
将
家
」

で
片
附

い
た
。
故
右
大
将
家
頼
朝
の
意
志

で
あ
る
と
さ
え
言

っ
て
し
ま
え
ば
、
何
事
で
あ
れ
、
そ
れ
が
正
理
で
あ

る
と
信

ぜ
ら
れ
た
。
も
し
そ
れ

に
反
す

る
者
あ
ら
ば
、
御
家
人
非
御
家
人
、
公
武
社
寺
を
問
わ
ず
、
そ
れ
は
政
治
を
乱
す
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
堂
々
と
処
罰
す
る
こ
と

が
出
来
た
。

と

こ
ろ
が
故
右
大
将
家
の
代

理
者
で
あ

っ
た
北
条
執
権
は
、
終

に
人
望
を
失

っ
て
積
斥
せ
ら
れ
た
。
も
し
足
利
氏

が
北
条
氏

に
代

っ
て
政
権
を
握
り
、
そ
の
後
継
者
で

あ

る
な
ら
ば
、

"
故
右
大
将
家
"
を
看
板
に
し
て
も
よ

い
が
、
足
利
氏
は
北
条
氏

の
亜
流
で
は
な
い
と
見
得
を
切

っ
た
以
上
、
も
う
故
右
大
将
家
を
引
合

に
出
す

べ
き
で

な
い
。

そ
れ
に
加
え
て
、
後
醍
醐
天
皇
と
拮
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
持
明
院
統
を
足
利
氏

の
局
内

に
お

い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

何
と
言
わ
れ
て
も
、
鎌
倉
に
幕
府
を
お

い
て
は
、

一
種

の
地
方
政
権

に
な

っ
て
し
ま
う
。

室
町
幕
府
の
地
点
は
、
そ

の
意
味

に
お

い
て
、
絶
好

の
場
所
で
あ

っ
た
。

順
逆

の
観
念
と

い
う
も
の
は
、
人
間

の
附
け
た
区
別
で
あ
る
。
何
れ
が
正
で
、
何
れ
が
偽
で
あ
る
か
、
と

い
う
区
別
も
、
人
問

の
附
け
た
区
別
で
あ
る
。
順
が
正
で
あ

り
、
逆

が
邪

で
あ
る
と

い
う
区
別
も
、
冷
た
く
言
え
ば
、
人
間
の
つ
け
た
も

の
に
す
ぎ
ぬ
。

順
逆
正
邪
は
人
間

の
判
断

に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
南
朝
北
朝

に
向

っ
て
、
正
偽

の
区
別
を

つ
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
判
断
し
て
附
け
た

の
で
あ

る

日
本
近
世
前
紀
序
説
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か
ら
、
そ
れ
は
反
面
か
ら
言
え
ば
、
時
と
い
う
大
き
な
も

の
の
中

に
、
人
間
が
介
入
し
た
事
で
あ

る
。

北
畠
親
房
は
、

『
神
皇
正
統
記
』
を
か
い
て
、
南
朝

の
正
統
を
理
由
づ
け
る
べ
く
、

「
神
器
の
所
在
」
を
も

っ
て
し
た
が
、
そ
れ
は
ま
だ
、
正
偽

の
別
を

つ
け
る
の
に

神
意
を
借
り
て
来
た

の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
は
ま
だ
、
た
し
か
に
中
世
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
神
器
な
く
と
も
実
力
さ
え
あ
れ
ば
、
や
が
て
そ
れ
が
正
朝
で
あ
る

べ
き
事

を
、
事
実
を
も

っ
て
示
し
た
。

そ
れ
が
後
光
厳
天
皇
以
降

の
北
朝

で
あ
る
。

こ
れ
が
近
世
で
あ
る
。
武
力
と

い
う
人
間
の
カ
が
、
歴
史

の
示
し
た
順
逆
を
、
破

っ
た
の
で

あ

る
。

人
間

の
威

力
が

ほ

の
見
え
出

し
た
。

神
器

の
存

在
と

い
う

こ
と

よ
り
も

、
実
力

が

ー

"
人
間
"

の
力

が

、
す

べ
て
決
定

す

る
も

の
で
あ

る

こ
と
を

、
明
示

し

た

の
で

あ
る
。

室
町
花
御
所

の
裏
面
に
、
花
御
所

の
主
人
公
た
る
足
利
義
満
と

い
う

"
人
間
"

の
姿
が
厳
然
と
し
て
、
浮
び
出
て
く
る
。

五

政
庁
と

い
う
も
の
は
、
権
力

の
所
在
で
あ
る
か
ら
、
何
と
な
く
無
味
乾
燥
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
権

の
前
に
は
、
人
情
が
あ

っ
て
な
ら
な
い
。
政
権

の
所
在
は
、
厳

粛

に
し
て
冷
然
乎
、
規
矩
井
然
た
る
と

こ
ろ
で
あ

る
べ
き
で
あ
る
。

花
御
所
に
は
、
そ
の
名

の
示
す
通
り
、
花
草
の
い
ろ
い
ろ
が
植
え
て
あ

っ
た
。
と
な
る
と
、
室
町
幕
府
は
、
何
と
な
く
個
人
住
宅
の
悌
が
あ
る
。
公
的

の
官
衙
で
は
な

く
、
将
軍
家
住
居

の

一
局
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
政
治
が
法
令

の
下
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
将
軍
家

の
都
合
勝
手

で
、
左
右
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
推
量
を
湧
か
さ
し
め
る
。
も

っ
と
甚
し
く

言
え
ば
、
将
軍
の
家
庭
の
事
情

で
1

女
性
の
容
噌
ー

正
邪
進
退
が
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う

こ
と
を
、
暗

々
裡
に
見
せ
て
お
る
や
に
思
え
る
。

こ
れ
も
ま
た
、
人
間
の

"
ア

ク
"

の
強
さ

が
、
作

用
し

お
る
事

に
な

る
の

で
は

な
か

ろ
う

か
。

花

御
所

の
思
想

は
、
宮
中

の

「
壷
」

か
ら
来

た

で
あ

ろ
う

。

さ
す

が
紫

展

殿
は
正
庁

で
あ

る
か
ら
、

そ

の
よ

う
な
事

は
な

い
が
、
清
涼

殿
に

な
る
と
、

背
後
左
右

に
、

花
樹

を
植

え
た
内
庭

が
あ

っ
た
。
藤

壷
、
萩

壷
、
梨

壷
、
桐

壷
が

そ
れ

で
あ

っ
て
、
紫
農

殿
と

は
趣

が
違
う

。

聖
上

の

日
常
御
暮

し

の
場
所

で
あ

っ
た
。

半
ば
以
上

、
私

的

生
活

の
加
味

さ
れ
た
宮

殿

で
あ

っ
た
。
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花
御
所
が
宮
廷
生
活
に
源
流
を
持

っ
た
と

い
う
こ
と
は
、

一
面
か
ら
眺
め
る
と
、
将
軍
家

の
公
家
化
と
い
う
こ
と
な

っ
て
来
る
。

頼
朝
が
、
武
士
と
し
て
最
も
惧
れ
た

こ
と
は
、
武
家

の
公
家
化

で
あ

っ
た
。
武
士
が
堅
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
尚
武

の
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
が
文
化

の
波
に

洗
わ
れ
る
と
、
軟
弱
化
し
、
消
え
去

っ
て
行
く
こ
と
で
あ

っ
た
。

「
文
化
」
と
い
う
も
の
は
、
不
思
議
な
魅
力
の
あ
る
も

の
で
、
粗
野
の
人
々
に
は
、
力
強

い
感
化
力
を

見
せ
る
。

武
家
が
公
家
化
す
る
こ
と
は
、
武
十
結
紐
の
根
本

が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
何
と
な
れ
ば
、
公
家

の
組
織

は
官
位
の
組
織

で
あ
り
、
法
治

の
精
神
で
あ
る
。

そ
れ

は
主
従
の
恩
義
で
繋
が
れ
、
主
君

の
人
格

に
絶
対
を
認
め
る
武
家
精
神
と
は
、
完
全
に
反
蹟
的
な
組
織
で
あ
る
。

武
家
の
公
家
化
は
、
武
家
自
身

の
否
定
で
あ
る
。

文
化
は
戦
争
を
拒
否
し
、
平
和
を
謳
歌
す
る
。

仮
り
に
、

こ
の
世
か
ら
戦
争
を
完
全

に
無
く
す
れ
ば
、
武
士

は
無
用
の
長
物
と
な
る
。

戦
争

は
有

っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
戦
争
が
絶
対
に
無
く
な
る
の
は
、
強
力
無
比

の
武
士
が
厳
在
す

る
時
だ
け
で
あ
る
。

頼
朝
の
先
見
は
、
そ
こ
を
洞
察
し
た
れ
ば

こ
そ
、

で
あ
り
、
幕
府
を

"
武
"

の
存
在
し
得

べ
き
新
天
地
鎌
倉
に
樹

て
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
室
町
花
御
所
が
宮
廷
と
境
を
接
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
嫌
で
も
応
で
も
、
武
士

の
公
家
化
を
導
き
出
す

こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
。
花
御
所

の
所
在

地
は
、
足
利
幕
府

の
た
め
に
は
悲
し
む

べ
き
宿
痢
で
あ

っ
た
。

戦
争
否
定

の
将
軍
家
幕
府
。

こ
の
明
ら
か
な
矛
盾

こ
そ
が
、
近
世
期
を
生
み
出
し
、
育
て
、
且

つ
飾

っ
て
く
れ
た
原
動
力
で
あ

る
。

同
時

に
、

こ
の
矛
盾
あ
る
が
故

に
、
室

町
時
代
は
面
白

い
の
で
あ
り
、
動
い
て
お
る
の
で
あ

る
、
そ
の
矛
盾
を
ど
う
解
決

つ
け
る
べ
き
か
に
、
こ
の
時
代
人
の
懊
悩
と

努
力
と
が
あ
る
。
人
間
性
が
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
を
探
り
出
す

こ
と
が

"
歴
史
"

の
面
白
さ
で
あ
り
、
且

っ
厳
し
さ
で
あ
る
。

矛
盾
な
き
世
界
は
神
仏

の
世
界

で
あ
り
、
矛
盾
に
満
ち
た
世
界
が
、
人
間
の
世
界
で
あ
る
。

近
世
期

の
条
件
は

"
人
間
"
が
歴
史
を
動
か
す

こ
と
で
あ
る
。
人
間
が

"
時
"
の
世
界
に
、
お
節
介

の
手
を
加
え
る
こ
と

で
あ
る
。

日
本
近
世
前
紀
序
説
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人
間
が
、
人
間

の
力
に
よ

っ
て
、

人
間

の
道
を
切
り
開

こ
う
と
す
る
ま
で
に
は
、

思

い
の
外
、

長

い

"
時
"

の
積
み
重
ね
が
必
要

で
あ

っ
た
。

日
本

の
歴
史
で
言
え

ば
、
少
く
と
も
神
武
天
皇

の
御
代

か
ら
二
千
年
の
月

日
を
要
し
た
。

こ
の
間
、
神
意
仏
心
の
ま
に
ま
に
、
人
間
は
殆
ん
ど
自
己
に
対
し
て
無
批
判

に
暮
し
て
来
た
の
で
あ

っ
た
。
や

っ
と
鎌
倉
時
代
に
な

っ
て
、
仏
教

の
唱
え
る
末
世
末
法

の
思
想
に
嚇
さ
れ
て
、
発
奮
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、
浄
土
宗
を
初
め
と
し
て
、
日
蓮
宗

や
禅
宗

の
よ
う
な
新
思
想
に
し
て
も
、
所
詮

は
仏
教

か
ら
脱
却
す
る
こ
と
叶
わ
ず
、
人
間
の
力
を
神
仏
以
上
に
押
し
上
げ
る
と

こ
ろ
ま
で
に
は
達
し
な
か

っ
た
。

そ
こ
え
、
南
北
両
朝
の
対
立
が
あ

っ
た
。
国
民
思
想
は
混
惑
し
た
。
是
非
善
悪
正
邪
の
判
断
が

つ
か
な
か

っ
た
。
天
照
大
神

の
神
意
で
あ

る
三
種
神
器
に
は
花
が
咲
か

ず
、
足
利
氏

や
大
内
氏
の
よ
う
に
実
力
あ

る
枝
の
方

が
栄
え
た
。

国
民
の
胸
裡
に
播
か
れ
た

"
人
間
"
の
種

は
、
恐
ら
く
、
間
も
な
く
、
芽
を
吹
く
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

金

銭

の

世

界

一6一

日
本
の
国
が
、
天
孫
で
あ
る
皇
室
の
手
か
ら
離
れ
、
国
家
の
カ
を
以

っ
て
統
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
と
き

ー

推
古
、
白
鳳

の
時
代
i

国
家
は
法
制
を
定

 め
て
国
家
と
国
民
と
の
権
限
を
規
定
し
、
相
互
扶
持

の
組
織
を
明
示
し
た
。
国
家
は
国
民
の
生
活
を
保
護
し
保
証
す
る
意
味
に
お
い
て
、
男
女
に
土
地
を
班
給
し
て
そ
の

耕
作
使
用
権
を
附
与
し
た
。
国
民
は
そ
れ
に
応
じ
て
反
別
二
東

二
把
の
租
と
、
そ
の
外

の
附
加
税
と
を
国
家
に
納
入
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
。
煎
じ
詰
め
る

と
、
国
家
財
政
の
基
礎
は
米
穀
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

圷
来
、

一
切
の
取
引
き
は
米
を
も

っ
て
さ
れ
た
。
和
銅
開
珠
以
来
村
上
天
皇

の
御
宇
ま
で
に
十
二
種

の
貨
幣
は
鋳
造
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
中
国
に
対
す
る
体
面
上
と
、

あ
る
限
ら
れ
た
る
取
引
上

の
必
要
と
か
ら
、
形
式
的
に
、
極
め
て
僅
少

の
鋳
貨
を
試
み
ら
れ
た
だ
け
で
、
国
民
の
経
済
生
活
に
役
立

つ
こ
と
は
な
か

っ
た
。

例
え
ば
、
土
地

の
売
買
は
必
ず
鋳
貨
を
も

っ
て
す

べ
し
と

い
う
規
定
は
あ
る
が
、
奈
良
時
代
平
安
時
代
初
期

の
土
地
売
買
券
を
見
る
と
、
土
地
何
段
を
銭
何
十
貫

で
売



却

す
る
と
書

い
て
あ

る
の
で
、
民
間
に
も
相
当

の
蓄
銭
が
あ

っ
た
か
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
土
地
の
売
買
-

特
に
売
る
こ
と
を
容
易
な
ら
し
め
ざ
る
親
心
で
あ
り
、
土

地

の
売
得
を
不
可
能
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
内
心
で
あ
る
。
土
地
の
併
呑
を
許
す
ま
い
、
貧
富

の
差
を
作
る
ま

い
、
と
す
る
政
策
で
あ
る
。
そ
の
売
券
を
仔
細

に
検
討
す

る
と
、
鋳
貨

何
十
貫
と
あ

る
そ
の
数
量

の
文
字

は
、
形
式
的
に
、
郷
長
か
郡
司

の
手
で
挿
入
し
て
あ
る
に
す
ぎ
な

い
。

実
際

の
取
引
は
米
穀
で
あ

っ
た
。

武
士
が
起

る
に
及
び
て
も
、
少
く
と
も
鎌
倉
武
士
は
土
地
を
所
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
所
有
地
を

"
所
帯
"
と
言

っ
て
お
る
。
所
帯

な
き
武
士
は
、
幕
府
の

統
治
内
に
は
加
え
ら
れ
な
か

っ
た
。

王
朝
時
代

に
お
け
る
わ
が
国
の
耕
地
面
積
が
ど
の
位
で
あ
り
、
人
口
が
ど
の
程
度
で
あ

っ
た
ろ
う
か
は
不
明
で
あ
る
か
ら
、
土
地

の
収
穫
と
人
口
数
と

の
釣
合
を
知
る

に
由
な
し
で
あ
る
。
王
朝
時
代
に
多
少

の
開
墾
田

(
は
り
田
、
治
田
)

が
あ
り
は
す
る
が
、
極
め
て
稀
で
あ

っ
た
。
庶
民
間
に
お

い
て
は
、
思

い
切

っ
た
人
口
制
限
が
行

わ
れ
て
お

っ
た
に
相
違
な

い
。
飢
者

は
街
頭
に
群
集
し
、
餓
死
者

の
骸

は
累

々
た
る
も

の
で
あ

っ
た
。
京
都

に
お
い
て
す
ら
、
そ
れ

で
あ
る
か
ら
、
地
方
農
村

の
惨
状
は

言

う
に
堪
え
な
か

っ
た
。

7-一 一

源
平
合
戦
は
、
そ
の
点
に
お

い
て
幸
運
な
事
件

で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
戦
死
者

の
お
か
げ
で
、
日
本
全
体

の
人
ロ
何
割
か
が
減
少
し
た
。

そ
れ
だ
け
庶
民

の
口
に

流
れ
る
食
糧
は
豊
か
に
な

っ
た
。
王
朝
末
期

の
庶
民
は
、
源
平
相
争
う
こ
と

に
よ

っ
て
、
躁
躍
さ
れ
る
田
畑

の
損
害
を
悲
し
む
と
共
に
、
武
士

の
戦
亡
を
冷
眼
視
し

た
か

も
知
れ
な

い
。
歓
呼
し
た
か
も
知
れ
な
い
。

と
も
か
く
、
源
平
初
期
は
、
糧
食
と
人
口
と

の
バ
ラ

ン
ス
が
考
え
ら
れ
た
。
故
に
、
武
士
た
ら
ん
す
る
者
は
、
必
ず
所
帯
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
か

っ
た
。

武
士
が
所
領
に
立
脚
し
た
こ
と
は
、
武
士
の
強
味
で
あ

っ
た
が
、
同
時

に
、
所
帯
が
武
士

の
足
枷
に
な

っ
て
、
終
に
武
士

の
没
落
を
も
招
来
す
る
の
で
あ
る
。

日
本
近
世
前
紀
序
説
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武
士

の
所
得
と
、
家
族
数
と

の
バ
ラ

ン
ス
は
、
源
頼
朝

の
末
期
に
は
、
も
う
崩
れ
て
来
た
。

そ
れ
を
ど
う
捌
く
べ
き
か
。
鎌
倉
幕
府
の
難
関
で
あ

っ
た
。

承
久
合
戦

は
そ
の
突
破
口
で
あ

っ
た
。

鎌
倉
に
味
方
し
た
武
士
に
対
し
て
は
、
恩
賞
と
し
て
土
地
及
び
そ
の
収
穫
権
を
所
有
財
産
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
宮
方

に
属
し
た
将
士

の
所
有
地
を
没
収
し
て
、
褒

美
と
し
て
下
附
さ
れ
た
。
御
家
人
の
財
政
は
潤
沢

に
な

っ
た
。
勿
論
、
米
穀
の
収

入
が
殖
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

収
入
増
加

の
御
家
人
に
取

っ
て
は
、
そ
れ
が
却

っ
て
不
幸

の
胚
子
と
な

っ
た
。

短
時
間
で
も
戦
場
に
立

っ
た
こ
と
は
、
質
実
な
る
平
素
の
生
活
を
弛
緩
せ
し
む
る
こ
と
に
な
り
、
ふ
し
だ
ら
く
な
風
習
に
染
ま
る
こ
と
に
な
る
。

承
久
戦
後
急
激
に
武
十

の
生
活
は
、
苦
境

に
陥

っ
て
来
た
。

そ
の
苦
境
か
ら
救
わ
れ
よ
う
と
し
て
、
武
士

は
そ
の
身
分
、
名
与
、
家
柄
を
も
抵
当
物
権
と
し
て
、
町
人

か
ら
借
銭
を
し
た
。
借
米

で
は
な
い
。
借
銭

で
あ
る
。

鎌
倉
中
期
に
な
る
と
、
凡
下

(
ぼ
ん
げ
)
…

身
分
は
町
人
で
あ

る
が
、
有
資
産
者

で
あ
る
。
商
工
業

の
徒
で
あ
る
が
、
金
銭
を
動
か
し
て
お
る
ー

の
活
躍
が
、
著

し
く
目
立

っ
て
来
る
。
無
尽

(
金
貸
業
)
が
、
鎌
倉
の
街

々
に
軒
を
並

べ
た
。
驚
く

べ
き
高
利
で
金
銭
を
貸
す
。
普
通
で
百
文
に
対
し
て
月

五
文

の
利
子
で
あ
る
か
ら
、

年
六
割

の
利
息

で
あ
る
。

そ
れ
が
法
定
相
場

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
裏
面
で
は
、
ど
の
位

の
高
利
を
貧

っ
た
か
、
推
知
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

五

幕
府
が
庶
民
か
ら
徴
収
す
る
租
税
も
、
棟

別
銭

、
壷

別
銭

、
矢
銭

、
関
銭
と

い

っ
て
、
銭

貨
を
も

っ
て
す

る
事

に
な

っ
た
。
頼
朝

の
と

き

は
兵
根
米

で
あ

っ
た

の
に
。

_...g.,

占
ノ、

 

中
国
を
中
心
と
す
る
東
亜
諸
国
に
は
、
年
号
と

い
う
も
の
が
あ

っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
て
政
治

に
新
ら
し
い
機
運
を
醸
し
出
し
て
お
る
が
、
そ
の
た
め
に
撰
ば
れ
る
文
字

に
は
、
ど
う
し
て
も
、
其
時
其
時
の
要
望
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
て
国
民
生
活
に
あ
る
種

の
指
向
が
与
え
ら
れ
る
。
政
府

の
施
政
方
針
が
盛
り
込
ま
れ
る
。



国

民
の

日
常

が
潤
沢

で
、

天
下
泰
平

で
あ
れ

ば
、

一
般

人
心
は

現
状

維
持

、
現
状

の
永
続

を
希

う

で
あ

ろ

う
が
、

そ

の
よ

う
な
極
楽

が

こ
の
世

に
実
在

す

る
わ
け

は
な

い
か
ら

、

人

の
持

つ
で
あ
ろ

う

理
想
は
、

決
し

て
現
状

で

は
な
く

、
次

元

の
世

界

に
か

か
る
。

現
在

に
最

も
欠

け

て
お

る

こ
と

を

補
わ

ん
と

す

る
。

そ

の
意
味

に

お

い
て
、
年

号

の
用
字

を

観
察

し

て
見

る

と

、
国

民
精
神

の

一
端

が
掴
め

る
。

例

え
ば

、
平
安

末

期
、
仏
教

が
末
世

末
法

を
説

い
た
時
代

の
年

号
は

"
長
"

"
久
"

"
永
"

が
多

か

っ
た
。

後

三
条

天
皇

の
延

久

に
初

ま

っ
て
、
久

の
字

の

つ
く
も

の

は
永

久
、
久
安

、
久

寿

、
建

久

、
元
久

、

承
久

が
あ

る
。
永

の
字

の

っ
く
も

の
は
永

保

、
永
長

、
天
永

、

永

久

、
元
永

、
永

治

、
永
暦

、
永
万

、
寿
永

、
建
永

が
あ

り

、

長

の
宇

は
永

長

、
長
治

、
長
承

、
長
寛
等

が
あ

る
。

こ
の
間

(
一
〇

六
九
-

一
二
二

一
)

五
十

二
の
年
号

が

あ

る
が
、

そ

の
中

で
、

こ
れ
ら

の
文

字

は
十
九

回

に
及
び

て
使

わ
れ

て
お

る
。

平
穏

な

日
が

一
日
で
も

、

一
月

で
も
続

く
事
を
希

念

し
た
心

の
窓

で
あ

ろ

う
。

鎌
倉
時
代

は

"建

"

の
字

が
多

い
。
建

久

、
建
仁

、
建

永

、
建

暦

、
建
保

、

建

長

、

建

治
、

建
武

の

八
回
。

特

に
初
め

の
五
度

は
三
代
実

朝

の
時
代

に
凝
集

し

て
お

る
。

末
世

を
建

て
直

そ
う
と
す

る
希
願

と
、
健

実
潔
白

を

旗
印

と
し

た
政
治

を
や

る

こ
と
を

標
榜

し

た
も

の
で
あ

る
。

平
安
末

期

の
院
政

の
よ
う

な
不
健

康
な
存

在

を
排

斥

し

た
も

の
で
あ
る
。

南
北
朝

は
、
時

間
的

に
は
短

か

い
五
十

七
年

間

で
あ

っ
た
が
、
貞

和

、
文

和
、
永

和
、

弘
和
と

"
和
"

の
字

あ

る
年

号

が
四
度
も

あ

る
。

如
何

に
無
意

義
な

る
公

武
紛

争

を
消
滅

さ
そ
う
と
す

る
努
力

心
が
強

か

っ
た
か
。
南

朝

の
興
国
と

か

正
平
と

か
は
国

民

一
般

の
紺

望

で
あ

っ
た
ろ
う
。

江
戸
時

代

に
な

る
と

俄
然

"
寛
"

の
字

で
あ

る
。
寛

永

、
寛
文

、
寛
保

、
寛
延

、
寛
政

が

そ
れ

で
、
江

戸

幕
府

は
極

め

て
厳

峻
な

る
政

治
方
針

で
諸

侯

万
民

に
臨

み

、

い
さ

さ
か

の
違

犯
を
も
許

さ

な

い
も

の

で
あ

っ
た
。

そ
れ

を
見
抜

か
れ

ま

い
と
す

る
幕
府

は
、
御

寛
大

な

る
御

政
道

で
あ

る

こ
と
を

、
売

り
物

に
し

た
か
ら

で
あ

る
と
も

言

え

る
し

、
万
民

か
ら
す
れ

ば

、
何
卒

御
寛
大

に
と

い
う

梱
願

で
あ

る
と
も
言

え
よ

う
。

哀

願

の
声

が
聞

え

る
。

然

ら
ば

、
室

町
時

代

は
ど
う

で
あ

っ
た
ろ

う
か
。

永

の
字

も

、
永
和

、
永

徳

、
応
永

、
永

享
、
大
永

と

目

に
附

か

ぬ
で
は
な

い
が
、

そ
れ

よ
り
も
著

し

い
く

目
を
射

る
文
字

に

"
徳
"
と

"
禄

"
と

で
あ

る
。

永

徳
、
明

徳
、
宝

徳
、
享

徳

、
延
徳

と
、
享

禄
、
永

禄

、
文

禄
と

で
あ

る
。

こ
こ
に
あ

る

"
徳

"
は
決

し

て
徳
望

の
徳

で
は
な

い
。

所
得

の
得

の
音
通

で
あ

る
。

得

富
と

い
う
名
字

も
あ

る
。

ま

だ
徳
富

で
は
な
か

っ
た
。

日
本
近
世
前
紀
序
説
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日
本
近
世
前
紀
序
説

っ
ま
り
所
得

の
増
加
と
自
分
の
立
身
出
世
を
篤
く
念
じ
、
福
徳
の
身
辺
に
聚
ま
ら
ん
こ
と
を
、
熱
望
し
て
お
る
心
の
綾

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

七

か
く
し
て
銭
貨
が
社
会
経
済

の
中
心
と
な

っ
た
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
、
武
士

の
敗
北
で
あ
り
、
没
落
で
あ
る
。
商
工
業
者
の
拾
頭
で
あ
る
。

都
市

の
勃
興

で
あ
り
、
農
村

の
後
退
で
あ

る
。
社
会
層
位
の
大
変
革

で
あ
る
。

近
世
期

の
進
軍
楽
譜
は
、
人
生
の
福
禄
を
念
ず
る
入
間

の
欲
望
で
あ
る
。
有
徳
者
が
最
も
尊
敬
さ
れ
る
世
界
の
出
現
で
あ
る
。

有
徳
者
交
名
が
登
録
さ
れ
た
り
、
有
徳
銭
が
課
せ
ら
れ
た
り
す
る
。
資
本
家
に
脚
光
は
当
て
ら
れ
た
。

資
本
主
義
と
言
う
言
葉
は
ま
だ
な

い
。
観
念
も
ま
だ
生
れ
て
は

い
な

い
が
、
そ
の
事
実
は
、
こ
の
時
代
に
は
顕
著
に
見
ら
れ
る
。

戦
国
群
雄

の
中
で
、
天
下
を
統

一
す
る
見
込
の
あ
る
の
は
四
人
で
あ
る
。

金
貨
本
位
制
を
採

っ
た
武
田
信
玄
、
巨
万

の
金
塊
を
擁
し
た
織
田
信
長
、
銀
貨
本
位
制
を
立
て
た
元
利
元
就
、
精
銭
し
か
通
用
さ
さ
な
か

っ
た
小
田
原
北
条
氏
が
、
そ

れ
で
あ
る
。

八

大
資
本
家
の
出
現
。
豊
富
な
銭
貨
、
そ
の
宝
島
は
ど
こ
に
あ

っ
た
か
。

一
つ
は
対
明
貿
易
に
よ

っ
て
獲
得
し
た
る
中
国
貨
幣

で
あ
り
、

一
っ
は
新
ら
し
く
銅
鉱
を
発
見
し
て
得
た
る
銅
、
第
三
は
悪
貨
を
私
鋳
し
て
、
良
貨
と
併
用
せ
し
め
た

妊
策
の
落
し
児
、
で
あ

っ
た
。

善
悪
両
貨
併
用
に
よ

っ
て
生
ず
る
経
済
界
の
混
迷
を
利
用
す
る
酒
屋
土
蔵
、
油
座
以
下
の
座
商
ら
の
進
出
は
、
目
醒
ま
し

い
も
の
が
あ

っ
た
。

そ
の
た
め
に
儲
け
た
人
々
は
、
今
後
、
ど
う
発
展
す

る
か
。
損
害
を
被

っ
た
者
共
は
、
ど

こ
に
姿
を
隠
し
て
し
ま
う
か
。
近
世
期
を
彩
る
大
き
な
テ
ー

マ
で
あ
る
。

九
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金
銭

に
豊

か
な
有
徳

者
以
下

の
日
常

生
活
が
、
華
美

に
流

れ
る

の
は
当
然

で
あ

ろ
う
。
家
庭

生
活

の
潤

沢
は
、
家
具

調
度
品

の
発
達
を
招

く
。
個

人

の
日
常
が
、
嘗

て

見
ら
れ
な

か

っ
た
豪
奢

に
発
展
し

た
。

そ
の
反
面

に
は
、
必

ず
虐
げ
ら

れ
た
民
衆
が
潜
在
す

べ
き

は
当
然

で
あ
る
。
押
圧

さ
れ
た
民
衆
は
、

い

つ
か
反
撃

の
挙

に
出

る
。

土

一
揆
が
そ
う

で
あ

っ
た
。
巧
み

に

宗
教
味
を

か
ら

み
合
せ
た
宗
教

一
揆
が
各

地

で
育

て
上
げ

ら

れ
た
。

一
般
庶
民

に
戦
乱

の
緊

張
を
味

了
さ

す

こ
と

に
な
り

、
戦

乱

に
馴
れ
さ
す

こ
と
と

な
り
、

そ
れ
が
即

ち
戦
鼠
群
雄
兵
力

の
温

床
と
な

っ
た
。
平

和
な
世
界
は
、

富

の
偏
在

か
ら
破

れ
る

が
、
富
の
平
均
分

配
は

、
却

っ
て
庶
民

を
し

て
安
易

生
活

に
喰

い
足

り
な
さ
を
感

せ
し

め

、
や
が
て
平
和
を
嫌

悪

さ
す

こ
と
に
な

る
。

平
和

に
不
満
を
抱

け
ば

、
戦
乱

に
心
を
通
わ
す
。

人

の
心
は
、
あ
わ
れ
あ

や
な
き

も

の
で
あ

る
。

一
〇

大
資
本
家

の
存
在
は

、
物

資
を
遠
隔

に
運
搬
す

る

こ
と

を
可
能

な
ら
し
め
る
。
資
本
家

は
、
安
き

を
買

い
、
高
き

に
売

る
も

の
で
あ
る
。

一
文

で
も
高

価
に
売
れ

る
場

所

へ
、
物
品
を

移
動
さ
す
。
越
前

若
狭

の
麻
苧

が
大
阪

に
移

さ
れ
、
四
天
王
寺

の
資

源
と
な

っ
た
。

東
西
南
北

の
交
通
路

が
開
拓

さ
れ
た
。

日
本

全
体
が
広

う
な

っ
た
よ
う
で
も
あ
り

、
狭

う
な

っ
た
よ
う

で
も
あ

る
。
資
本

の
持

っ
魔
力

で
あ
ろ
う
。
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第

三
節

人

間

の

慰

楽

末
法

思
想

で
威
嚇

さ
れ
、
他
力
本
願

で
押

圧
さ
れ
た

こ
と

は
、
そ

の
時
代

人
の
精
神
を

極
度

に
削

縮
し

、

せ
し
め
ら
れ

た
。
極
端

な
悲
劇

は

一
種

の
笑
劇

で
あ

る
。

極
度

の
悲
嘆

は
笑

声
と
な

っ
て
表

現
さ
れ

る
。

他
力
本
願

の
信
仰
は
、
煎

じ
詰

め
れ
ば

、
自
力
本

願

で
は
な

い
か
。

日
本
近
世
前
紀
序
説

厭
世
的

た
ら

し
め
た

が
、

人
心
は
、

そ
れ

で
反
動
的

に
奮
起



日
本
近
世
前
紀
序
説

鎌
倉
時
代
の
初
め
に
、
栄
西
が
興
禅
護
国
を
提
唱
し
た
と
き
、
道
元
は
轡
を
並

べ
て
正
蔵
眼
を
説

い
た
。
自
力
-

釈
尊

の
心
を
体
し
て
お
る
筈
の
人
間

の
眼
力

こ
そ

大
宇
宙

の
秘
奥
ま
で
覗
き
得

べ
き
も

の
で
あ
る

べ
き
を
教
示
し
た
。

建
仁
寺
建
長
等
の
寺
号
に
含
ま
れ
て
お
る
思
想
は
、
宗
教
は
国
家
と
相
扶
持
す

べ
き
で
あ

る
こ
と
を
求
め
る
心
で
あ
る
。
天
壌
無
窮

の
日
本

に
お
い
て
、
末
世
滅
法

の

あ

る
べ
き

で
な
い
こ
と
を
立
論
し
た
。

相
模
太
郎
北
条
時
宗
は
神
国
日
本

の
高
価
を
知
る
が
故
に
、
断
乎
と
し
て
蒙
古
使
節

の
無
礼
を
替
め
た
。

日
蓮
は
、
更
に
進
展
し
て
、
天
照
大
神
と
い
う
至
高
至
尊
の

神
祇
に
頼
む

こ
と
さ
え
、

一
種

の
他
力
本
願
で
あ
る
と
観
じ
、
唯
だ
、
釈
迦
と

い
う
人
間
が
最
後

に
説
い
た
妙
法
蓮
華
経
を
信
ず
る
心
こ
そ
、
最
高
で
あ
る
と
教
え
た
。

"
南
無
妙
法
蓮
華
経
"
と
合
掌
す
る
人
間
の
心
が
至
高

で
あ
る
と
し
た
。
自
力
本
願
で
あ
る
。
法
華
曼
陀
羅
を
見
る
と
、
天
照
大
神

の
名
は
、
左
側

の
中
部
よ
り
や
や
下

に
小
さ
く
書

い
て
あ
る
。

真
言
天
台
両
宗
は
、
人
間

の
罪
悪
感
を
深
く
強
調
し
、
凡
ゆ
る
人
間
は
、
背
負
え
る
罪
業
か
ら
、
解
脱
し
な
け
れ
ば
往
生
極
楽

の
本
願
は
遂
げ
ら
れ
な

い
、
と
言

っ
て

わ
れ
わ
れ
に
、
難
行
苦
行
を
需
め
、
罪
障
消
滅
を
ひ
た
す
ら
希
願
す

べ
き
を
教
え
た
。

従

っ
て
人
身
は
汚
穂
の
固
り
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
人
間
が
慰
楽
を
求
め
る
こ
と
は
、
以

っ
て
の
外
の
罪
行
で
あ
る
。

一
秒

一
瞬
を
惜
し
み
て
、
罪
障
消
滅
に
努

む

べ
き
で
あ

る
。
さ
な
き
だ
に
罪
障
充
満
の
入
身

に
、
肉
食
帯
妻
の
許
さ
れ
る
は
ず
は
な
く
、
歓
楽
追
求

の
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

一
念
専
念
、
往
生
極
楽
を
念
じ

念

4
刻

々
、
弥
陀

の
慈
悲
に
継
る
べ
き
で
あ
る
と
強
要
し
た
。

す

べ
て
の
芸
能
慰
楽
は
神
仏
に
奉
献
す

べ
き
た
め

の
も

の
で
あ

っ
た
。
祭
典
法
要
は
悉
く
神
威
仏
光
を
称
揚
し
慶
謝
す
る
た
め
の
も

の
で
あ

っ
た
。
神
明
仏
陀

に
は
百

味

の
温
食
を
奉
莫
す

べ
き
で
あ
る
が
、
人
間
は

一
汁

一
菜
し
か
許
さ
れ
な

い
。

一
日

一
食

一
坑
を
も

っ
て
事
足
れ
り
、
と
規
定
さ
れ
た
。

歌
舞
音
曲
は
神
仏
報
恩
の
た
め
に
演
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
若
し
人
倫
界
で
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
僅
か
に
帝
王
が
、
国
家
的
大
儀
式

の
時
に
お

い
て

の
み
、
演
技
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
の
で
あ

っ
た
。
大
臣
以
下
が
、
も
し
演
技
を
嗜
む
と
す
れ
ば
、
国
家
的
式
典
を
飾
る
べ
き
時

に
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
平
素

の
訓
練

は
、
自
己
慰
楽

の
た
め
で
は
な
い
。
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奈
良
時
代
に
な

っ
て
、
唐
朝
文
化
が
輸
入
さ
れ
、
唐
朝
貴
族

の
平
素
が
模
倣
さ
れ
る
に
及
び
て
、
詩
歌
管
絃
の
遊
楽
が
試
み
ら
れ
、
詩
歌

の
朗
詠
が
習
練
さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。
そ
れ

で
も
す

べ
て
は
宮
廷
中
心
で
あ
り
、
帝
王

の
た
め

に
す
る
奉
仕

で
あ

っ
た
。

逆

に
言
え
ば
、
歌
舞
音
曲
を
演

ぜ
し
め
得
る
こ
と
が
、
帝

王
た
る
資
格
で
も
あ

っ
た
。

平
安
時
代
に
な

っ
て
、
臣
下
の
中
か
ら
摂
政
関
白

の
よ
う
な
権
勢
者
が
現
わ
れ
る
と
、
そ
の
人
々
の
た
め

に
賀
寿

の
宴
が
催
さ
れ
、
そ
の
宴
席

の
賑
わ
い
と
し
て
、
歌

舞
が
演
ぜ
ら
れ
た
。
近
衛
中
将
ど

こ
ろ
が
、
そ
の
舞
人
を
勤

め
た
。

こ
の
段
階
に
な

っ
て
、
漸
く
に
し
て
歌
舞
は
、
人
間

の
手

に
渡
さ
れ
た
が
、
ま
だ
し
か
し
、
月
卿
雲
客
の
世
界
だ
け
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

楽

は
射
御
数
と
併
し
て
貴
顕
紳
士
の
教
養
学
科
で
あ
り
、
演
技
で
は
な
か

っ
た
。
特
に
楽
は
、
帝
王
学

の
真
髄

で
あ
る
と
し
て
、
至
重
至
宝

で
あ

っ
た
。

神
代

の
物
語
に
次
の
よ
う
な
事
が
伝
え
ら
れ
て
お
る
。
誰
も
が
知

っ
て
お
る
物
語
で
あ
る
が
。

天
孫
に
三
子
が
あ

っ
た
。
彦
火
火
出
見
尊
、
火
明
命
(
ホ
ア
カ
リ
ノ
ミ
コ
ト
)
及
び
火
閾
降
命

(
ホ
ス
セ
リ
ノ
ミ

コ
ト
)

で
あ

っ
た
。
第
三
子
が
皇
兄
で
、
海
幸
彦
と
言

わ
れ
、
魚
介
の
幸
を
楽

し
ま
れ
た
。
彦
火
火
出
見
尊
は
皇
弟

で
、
山
幸
彦
と
言
わ
れ
、
野
山
の
幸
を
楽
し
ま
れ
た
。
あ
る
日
、
兄
弟
相
議
し

て
、
山
海
の
幸
を
獲
る
道
具

を
取
り
換
え
て
見

よ
う
と
言
う
こ
と
に
な

っ
た
。
山
幸
彦
が
釣
具
を
借
り
て
海
辺
に
遊
び
、
不
運
に
も
そ
の
釣
針
を
失

っ
た
。
兄
命
に
謝
罪
さ
れ
た
が
、
兄
命

は
ど
う
し

て
も
、
あ
の
釣
針

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
張

っ
て
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
弟
尊
は
海
神

の
宮
ま
で
行
き
、
海
神
の
女
豊
玉
姫
命

の
好
意

で
、
そ
の
釣
針
を
探
し
求
め

て
帰
還
、
兄
命
に
そ
れ
を
返
却
さ
れ
た
。
そ
の
時
、
弟
尊
は
奇
端
を
示
さ
れ
た
の
で
、
兄
命
は
自
分
の
言

っ
た
こ
と
の
無

理
難
題
で
あ

っ
た
こ
と
を
詫
び
、
そ
の
し
る
し

と
し

て
俳
優

(
ワ
ザ
オ
ギ
)

の
真
似
を
演
じ
、
そ
れ
で
も

っ
て
許
し
を
乞
わ
れ
た
。

こ
の
火
閾
降
命
が
、
後
世
の
隼
人
の
祖
神

で
あ
る
、
と
言
う
伝
承
で
あ
る
。

奈
良
時
代
以
降
、
天
皇
が
大
嘗
会
を
行
わ
れ
る
と
き
に
、
犬
鳴
き
の
真
似
を
す

る
の
が
隼
人
の
役
目
と
さ
れ
、
そ
の
由
来
を
、
如
上
の
神
話
に
組
込
ん
で
あ
る
ら
し

い

が
・

こ
れ
は
争

い
に
破
れ
た
者
が
、
勝
者
え
の
服
従
を
示
す
と
き
の
儀
式

で
あ

る
ー

世
界
的
に
共
通
す
る
古
代
の
習
俗

で
あ

る
が
ー

こ
と
を
示
し
た
も
の
で
、

一
転

す
れ
ば
、
演
技
者
は
下
賎
者

で
あ
る
と
し
、
奴
隷

の
為
す
業

で
あ
る
、
と
解
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

演
技
者
を

一
段
下
層
者
と
見
る
風
習
で
あ
る
が
、
自
分

の
誠
意
を
示
す
た
め
に
、
神
明
に
対
し
て
践
し
き
業
を
敢
て
し
て
、
神
に
誓

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

日
本
近
世
前
紀
序
説

一13一

欄



口
本
近
世
前
紀
序
説

演
技
を
神
明
に
奉
納
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

中
国
古
代
に
お
い
て
、
帝

王
た
る
も

の
の
具
備
す

べ
き
資
格
は
幾

つ
か
あ

っ
た
が
、
そ
の
中
の
大
き
な

一
条
件
は
、
四
周
の
国

々
を
威
伏
せ
し
め
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

摺
伏
さ
さ
れ
た
国
の
国
民
は
、
勝

っ
た
帝
王
の
徳
を
讃
え
る
た
め
に
、
歌
曲
を
演
ず
る
の
で
あ

っ
た
Q
そ
れ
が
多

い
ほ
ど
、
そ
の
帝
王
の
聖
徳
は
大
き
い
の
で
あ

っ
た
。

そ
う
し
た
い
ろ

い
ろ
の
古
代
習
俗
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
、
歌
舞
音
曲

の
専
門
家
は
、
下
卑
者
で
あ
る
か
の
、
社
会
通
念
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て

一
っ
考
慮
す

べ
き
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
楽

(が
く
)

の
教
養
が
、
射
、
御
、
数
よ
り
も
高
位
に
さ
れ
、
帝
王
は
楽
を
嗜
む
こ
と
を
、
必
須
と
し
た
観

念
の
あ
る
こ
と
で
あ

る
。

文
化
教
養

の
最
高
は
音
楽

に
通
暁
す
る
こ
と

で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
音
曲
を
身

に
具
す
る
こ
と
は
高
級

で
あ
る
が
、
音
曲
を
他
人
に
見
せ
て
、
そ
れ
を
生
活

の
糧
と
す
る
こ
と
は
、
下
卑
で
あ
る
と
解
し
た
の
で
あ

っ
た
。

当
今

で
も
、
世
界
各
国
に
通
じ
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
宮
廷
附
属
の
音
楽
師
が
、
如
何
に
特
異
な
、
華
美

な
服
装
を
し
て
お
る
か
。
不
思
議

で
あ
ろ
う
Q

軍
隊

で
も
、
軍
楽
隊

の
図
外
れ
た
キ
ラ
ビ
ヤ
カ
な
服
装

は
、
何
に
基
因
す
る
か
。
楽
士
が
尊
敬
さ
れ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
か
Q
そ
の
逆
で
は
な
い
か
。

四

新
ら
し
い
天
皇
が
、
即
位
後
の
初

の
年
に
天
神
地
祇
に
御
食
御
酒
を
奉
献
さ
れ
る
大
賞
会
と

い
う
大
祭
が
あ
る
。

そ
の
国
家
的
大
祭
杞

の
中
心
と
な
る

こ
と
は
、
全
国

を
悠
紀

(
ユ
キ
)
と
主
基

(
ス
キ
)

の
二
地
区
に
分
ち
、
そ
の
両
地
区
内

で
然
る
べ
き
田
地
を
ト
定
し
、
そ
こ
で
祭
典

に
用
う

べ
き
用
穀
を
播
種
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
田
植
に
際
し
、
苅
取
に
際
し
、
そ
の
地
方

の
風
俗
歌
を
演
奏
せ
し
め
る
こ
と
が
あ
る
。

恐
ら
く
、
原
始

の
時
代
か
ら
、

農
耕
は
風
神
雨
神
土
神

の
温
か
き
神
助
に
よ
る
外
に
豊
穣
は
期
す

べ
く
も
な
い
の
で
、

そ
の
希
願

の
ほ
ど
を

歌
謡
に
し
て
、

謡

い
上

げ
、
謡
い
清
め
る
風
習
が
あ

っ
た
遺
影

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
必
要
か
ら
、
田
植
歌
や
苅
取
歌
が
伝
承
さ
れ
、
演
舞
さ
れ
た
事
は
、
敢
て
珍
ら
し

い
事
で
は
あ
る
ま

い
。
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田
楽
な
る
民
間
舞
謡
が
、
偏
く
各
地

に
存
在
し
た
こ
と
は
、
か
く
し

て
当
然

で
あ
ろ
う
。

五

仏
教

の
伝
来
。

そ
の
法
要
式
典
の
次
第
作
法
。

そ
の
中
に
必
ず
歌
舞
音
曲
が
組
入
れ
ら
れ
て
お

っ
た
。
東
大
寺
二
月
堂

の
修
二
会

に
残
る
千
年

の
姿
は
、
建

に
恭
き
歴

史
の
佛

で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
歌
舞
音
曲

の
胚
子
で
あ
り
、
母
胎
で
あ
る
と
思
わ
る
＼
も

の
が
、
六
時

の
法
要
を
通
じ
て
、
充
ち
満
ち

て
拝
め
る
。

大
社
巨
刹
で
伶
人
楽

入
を
養
成
し
て
お

っ
た
訳
は
、
判

る
。
南
都
興
福
与
、
叡
山
日
吉
社
、
難
波
四
天
王
寺
は
そ
の

一
斑
で
あ
り
、
長
く
近
世
期
ま

で
、
存
続
し

て
あ

っ
た
。

寺
院
生
活
が
豊
か
に
な
る
に
従

っ
て
、
寺
院
に
止
宿
す
る
僧
侶

の
間
に
お
い
て
、
彼
等
の
慰
楽
の
た
め
に
、
歌
謡
を

編
み
出
し
、
修
法

の
余
暇
を
楽
し
む
も
の
が
生
じ

た
。
正
し
き
呂
律
を
守

っ
て
の
音
声
は
、
洛
北
三
千
院
が
正
式
の
道
場

で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
と
は
違

っ
て
、
俗
臭
を
帯
び
た
延
年
舞
、
風
流
踊
り

が
、

い
っ
と
は
な
し
に

発
芽
し
、
地
方
民
間
に
も
波
及
し
、
拡
が

っ
た
。

六

神
社
祭
杞

の
時

に
も
、
神
賑

(
か
み

に
ぎ
わ

い
)
と
し

て
東
歌

(あ
ず
ま
う
た
)
が
奏
せ
ら
れ
た
。
帝
王
の
権
威
が
、
神
社

の
神
威
が
、
遥
け
き
東
北
に
ま
で
及
び
、

東
北
畏
伏

の
民
が
、
帝
徳
神
徳
を
称
え
る
意
味

で
、
東
歌
が
奏
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
、
各
地
所
在

の
民
間
社
に
も
真
似
さ
れ

て
、
鎮
守

の
祭

に
は
、
邑

人

工
夫
の
里
神
楽

が
演
ぜ
ら
れ
た
。
猿
太
彦
神
と
天
錨
女
命
と
が
主
要
役
者
で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
、
必
ず
し
も
、
神
代

の
昔
、
高
天
原
に
お

い
て
、
岩
戸
隠

の
際
、
天
錨
女

命
が
た
た
ら
を
跡

ん
だ
故
事
に
則

っ
た
も

の
で
あ
る
と
、
窮
屈
に
解
釈
し
な
く
と
も
よ
い
。
山
陰
北
越
に
は
、
素

蓋
男
命
の
大
蛇
退
治
を
演
ず
る
こ
と
が
多

い
。
こ
れ
も

必
ず
し
も
神
代
紀

に
素
因
あ
り
と
す
る
必
要
は
な

い
。

た
だ
、
神
代

以
来

の
伝
承
と
し
て
お
い
た
方

が
、
人
み
な
が
安
心
し
て
演
ぜ
ら
れ
、
楽
し
く
眺
め
ら
れ
る
効
果
を

狙
う
た
ま
で
で
あ

る
。

逆
に
、
そ
の
始
源
は
民
間
人
の
発
明
工
夫

で
あ

っ
て
、
神
代
紀

そ
の
も

の
の
発
想
源
が
、
却

っ
て
こ
こ
か
ら
由
来
し
た
、
と
解
し
て
も
よ
い
。

何
れ
に
し
て
も
、
神
祇
仏
陀
に
奉
献
す
る
た
め

の
演
技

で
あ

っ
た
。

日
本
近
世
前
紀
序
説
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七

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
俄
然
、
人
間

の
た
め

の
慰
楽
に
な

っ
た
。
仏
教
が

一
大
転
回
を
し
た
た
め
の
結
実
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
仏
教
は
貴
族
宗
教

で
あ

っ
た
。
信
者
は
身
分
以
上

の
布
施
を
強

い
ら
れ
た
。
造
寺
造
仏
の
供
養
を
果
さ
な
け
れ
ば
、
往
生
は
叶
わ
ぬ
と
戒
め
ら
れ
た
。

平
安
末
期
、
滅
法
時
代

に
達
し
た
の
で
、
造
寺
造
仏
の
供
養
を
果
し
て
も
、

五
十
六
億
七
千
万
年

の
後
世
ま
で
、
往
生
は
叶
わ
ぬ
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
の
上
、
貴
族
自

身
が
残
落
し
た
の
で
、
権
勢
富
貴
を
失

い
、
仏
陀

へ
の
供
養
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
自
分
自
身

の
そ
の
日
さ
え
、
危
う
く
な

っ
た
。

貴
族
を
檀
那
と
仰
い
だ
仏
者
の
方

で
、
方
針
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。

一
文
の
布
施
、

一
遍
の
念
仏
、
そ
れ
で
事
足
り
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な

っ
た
。

い
ま
ま

で
な
ら
ば
、
職
業
が
下
践

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
往
生
の
素
願
は
遂
げ

ら
れ
ま

い
、
と
卑
し
め
た
非
人
餌
取
や
狩
人
漁
夫
ま
で
も

、
往
生
が
可
能

で
あ
る
と
説
教
し
、
否
、
そ
れ
以
上
、
悪
人
だ
か
ら

こ
そ
救
済
さ
れ
る
資
格
が
具
わ

っ
て
お
る

の
で
あ
る
、
と
言
い
出
し
た
。

西
大
寺
叡
尊
や
忍
性
は
、
そ
の
方
面

の
大
選
手

で
あ

っ
た
。
川
原
に
屯
う
す
る
非

人
何
百

人
に
、
文
珠
菩
薩
像
を
描
い
て
与
え
、
そ
れ
が
往
生
の
保
証
書

で
も
あ
る
や

に
教
え
た
。
そ
の

一
証
と
し
て
、
彼
等
に
戒
名
を
与
え
た
。
袈
裟
女
、
夜
叉
女
は
ま
だ
し
も
、
甚
し
き
に
到
て
は
薬
師
女
、
観
音
女
、
千
手
女
、
宝
生
丸
、
金
剛
丸
、
勢

至
丸
、
小
法
師
、
犬
法
師
と
言

っ
た
仏
様
そ
の
も
の
＼
よ
う
な
、
名
さ
え
附
け
て
や

っ
た
。
彼
等
は
決
し
て
諸
仏
諸
菩
薩
と
別
個
の
も
の
で
な
い
、
と
教
訓
し
、
浄
行
修

行
さ
せ
た
。

浄
土
教
に
よ

っ
て
発
明
さ
れ
た
の
は
阿
号
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も

一
層
徹
底
し
て
、
人
問
は
そ
の
ま

＼
で
、
如
来
た
る
べ
き
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
人
間
尊
重

で
あ

る
o彼

等

の
中

に
あ

っ
て
器
用
な
も
の
が
、
も
し
、
法
要
に
際
し
て
、
演
技
す
れ
ば
、
そ
れ
が
観
世
大
夫

で
あ
り
、
宝
生
大
夫

で
あ
り
、
金
剛
大
夫

で
あ
る
。

こ
㌧
ま
で
進
展
す
る
と
、
芸
能
は
、
神
仏
に
奉
献
す
る
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
人
間
の
慰
楽

で
あ
り
、
人
間
自
身

の
練
磨

で
あ
る
。

八
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喫
茶

の
風

習
が

、

そ
う

で
あ

っ
た
。

そ
の
初

め
は
、

極
め

て
高
貴

な
る
飲
料

と

し

て
、

神
前

仏
壇

に
供

え
る
か
、

天

i
一高
f

の
用

に
し
か
供

し
な

か

っ
た
も

の
が
、

栄

酉

に
よ

っ
て
、

人
間

の
健
康

保
持

i

養
生

の
薬
剤

で
あ
る
こ
と
が
道
破
さ
れ
た
。
喫
茶
は
入
闇

の
慰
楽

、
人
心

の
慰
撫
に
供
さ
れ
た
。

喫
茶

の
風
習
は
佐

々
木
導
誉
に
よ

っ
て
更
に
通
俗
化
さ
れ
、
斗
茶
に
ま

で
発
展
さ
さ
れ
た
。
喫
茶
す

る
こ
と
の
歓
び
で
な
く
、
そ
れ
に
よ

っ
て
勝
負
を
争
う
賭
の
歓
楽

に
ま
で
、
拡
げ
ら

れ
た
。

九

『
太
平

記
』
巻

第

二
十

四

「
天
竜
ぎ

建

立
事
」

の
中

に
、

「
こ
の
開

山
国
師

、
天

性
、
水
石

に
心
を
寄

せ
、
浮

薄

の
跡
を

事
と

し
給

ひ
し

か
ば

、

水
に
そ
ひ
、

由

に
依

り

、
十
境

の
景
趣

を

作
ら

れ

た
り
。
所

謂

、
大

士
応

化

の
普

明
閣

、
塵

々
和
光

の
霊
庇
廟

、
天

心
秋
を
浸

た
す
曹

源
池

、
金

鱗
尾
を

焦
す

三
級

岩

、
宣
ハ珠

頷

(あ

ぎ
と
)

を
琢

く
竜

門
亭
。

三
壷
を

捧
ぐ

る
亀
頂

塔
、
雲

半
間

の
万
松

洞
、
言

は
ず
笑

を
聞

く
粘
花

嶺
。

声

な
き
音

を

聞

く
絶
唱
渓

。
銀

漢

に
上

る
渡
月

橋

、

こ
の
十
景

を
定

め
、

石
を
集

め

、
炬
瞳

の
色
を

仮
り

、
樹
を
栽

え

て
は
風
涛

の
声

を

移
す
」

と

盲
う
記

雰
が
あ

る
。

看

過
し

て

は

な
ら

な

い
数

行

で
あ

る
。

何

と
な

れ
ば
、
造

庭
造

園
が

、
全
く

人
間

の
慰

楽

と

い
う

よ
り
も

、
人
間

の
遊

び

に
な

っ
て
来

た

か
ら

で
あ

る
。

そ
も

そ
も

、
造

園

は
何

の
必
要

か
ら
起

っ
た
か
、
と

い
う

に
、

そ
れ

は
東
海

の
中

に
蓬
莱
嶋

と

い
う
仙

境

あ
る

べ
し
、

と
す

る
中
国

の
道
教

急
想

に
基

い
て
起

っ
た
も

の
で
、
そ

の
秘
区
を

、

か
く
あ
ら

ん
か
と

現
肚

に
構

築

し
よ

う
と
す

る
念

が
、
造

園
と
な

っ
た

の
で
あ

っ
た
。

仏
教

の
伝
来

と
共

に
、
西
方

極
楽

思
想

が
輸

入
せ

ら
れ
、

そ

の
思
想

も
加
味

せ
ら
れ

、
彼
岸

の
浄
土

は
か
く

あ

る

べ
き

か

、
を
構

築
し

た
も

の
が
庭

閑
で
あ

る
。

庭

園
ー

嶋

、

は
仙

人

の
世

界

で
あ
り

、
仏
陀

の
浄
土

で
あ

っ
て

人
の
住
む

べ
き
所
で
は
な

い
。

そ
れ
が
鎌
倉
時
代
末
に
な
る
と
、
全
く

の
変
化
を
起
し
た
。

"
禅
苑
"
と
言
わ
れ
る
も

の
が
そ
れ

で
、
園
池

の
中
か
ら
道
教
や
仏
教
の
観
念
は
消
え
て
、
詩
歌

や
文
学

の
世
界
を
構
造
す
る

こ
と
に
な

っ
た
。
天
竜
与

の
開
祖
夢
窓
国
師
疎
石
に
よ

っ
て
、
完
全
に
過
去
と
違

っ
た
林
泉
が
考
案
せ
ら
れ
、
人
間
の
感
情
詩
念
が
表
現
さ
れ
る
こ

と
に
な

っ
た
Q

こ
れ
も
ま
た
人
闇
慰
楽

の
時
代
が
来
た
こ
と
を
示
す

一
端

で
あ
ろ
う
。

口
本
近
世
前
紀
序
説
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序
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〇

人
間

の
存
在
が
是
認
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人
間
が
、
人
間

の
歓
楽
を
追
求
し
、
演
出
し
、
構
築
し
て
、
そ
の
慾
求
を
満
た
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、

う
。人

聞
の
要
求
が
、
是
認
せ
ら
る

＼
こ
と

、
な
る
と
、
人
間
否
定

の
過
去
は
破
ら
れ
て
し
ま
い
、
新
儀
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

新
ら
し

い
歴
史
が
発
芽
す
る
。
新
ら
し
い
文
化
層
が
開

か
れ

て
来
る
。

当
然

の
帰
終
で
あ
ろ

第
四
節

人

間

の

反

省

一

人
間
の
慾
望
が
是
認
せ
ら
れ
、

そ
の
慾
求
が
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

"
力
"
と

"
金
"
と
が
、
人
間

の
手
に
握
ら
れ
た
か
ら

で
あ

る
。
力
と
金
と
の
前
に
は
、
神

明
仏
陀
が
威
厳
を
失
う
た
の
で
あ
る
。

形
而
上
が
後
退
し
て
形
而
下
が
前
進
す
る
。

そ
れ
が
近
世
期

の
大
飾
で
あ
る
。

人
間
の
あ
さ
ま
し
さ
は
、
慾
求
を
無
制
限
に
慾
望
す
る
こ
と
で
あ

る
。
満
ち
足
り
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
が
、
人
間
の
美
点
で
も
あ
る
が
、
人
間

の
業

で
も
あ

る
が
。

そ
れ
を
取
り
去
り
、
捨
て
去
ら
な
け
れ
ば
、
成
仏
は
出
来
な
い
と
、
仏
教
が
強
く
戒
め
て
お
る
の
は
、
耳
を
傾
け
る
に
足
る
哲
語
で
あ
る
。

人
間
の
慾
望
を
押
え
、
制
御
す

べ
き
責
務
を
持

っ
た
仏
教
が
無
力
に
な

っ
た
の
で
、
そ
れ
に
乗
じ
て
豪
華
奢
修
な
人
間
生
活
が
始
ま

っ
た
。
鎌
倉
時
代
末
期

に
バ
サ
ラ

と
言
う
言
葉
が
出
来
た
。
思
い
切

っ
た
派
手
な
生
活
様
式
の
こ
と
で
あ
る
。
佐

々
木
導
誉
が
そ
の
代
表
者
で
あ

っ
た
。

人
間
を
押
え
に
押
え
て
、
罪
悪
汚
濁

の
固
り
で
あ
る
と
し
て
お
く

こ
と
も
悪

い
こ
と

で
は
な
い
が
、
そ
の
圧
力
が
弛
む
と
す
れ
ば
、
人
間
の
持

っ
で
あ
ろ
う
慾
求
が
無

限

に
伸
び
る
。
田
楽
法
師
に
巨
万

の
富
を
投
じ
て
も
、
悔
い
も
し
な
か

っ
た
北
条
高
時

は
、
必
然
的
な
存
在

で
あ
る
。
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家
居
、
服
装
、
調
度
に
華
美
を
競

い
、
田
楽
法
師
や
傾
城
を
坐
右

に
侍
ら
せ
て
、
誇
り
と
し
た
。

そ
れ

に
対

す

る
反
省

が
現

わ
れ

な
か

っ
た

で
あ

ろ
う

か
。

現
わ
れ

な

か

っ
た
ら

、
人
間

は
悪
鬼

に
す
ぎ

な

い
。

さ
き

に
引

い
た

『
太

平
記

』

の
天
竜
寺

創
立

の
と

こ
ろ

に
、

次

の
記
事
が

あ
る
。

(
よ
み
や
す
く
す
る
た
あ
に
文
字
を
少
し
改
あ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
)

「
武

家

の
と
も

が
ら
、
か

く

の
如

く
、
諸
国

を
押
領

す

る

こ
と
も

、
軍
用
を
支

え

ん
た
め

な
ら

ば

、
せ

め

て
は

力
な
き
折

節

な
れ

ば

、
心
を

や
る
方

も

あ

る

べ
き

に
、

そ
ぞ
ろ

な
る

バ
サ

ラ
に
耽

っ
て
、
身

に

は
五
色
を
飾

り
、

食

に
は

八
珍

を
尽

し
、
茶

の
会

、
酒

宴

に
苦

干

の
費

え
を

い
れ

、
傾
城

出
楽

に
無

量

の
財

を
与

え

し
か
ば

、

国
費

え
、

人
疲
れ

て
、
飢

餓
疫

癒
盗

賊
兵
乱

、
止
む

時
な

し
、
是

、
全
く
、

天

の
災

を
降
す

に
非

ず
。

唯

、
国

の
政

な
き

に
依

る
者

な
り
…

…
」

と
道

破
し

て
お
る
。

国
家

の
平
和
を
守

る
た
め

に
必
要

な
武

士

が
天
下

を
塩
梅

し
、

そ

の
た

め

の
軍

事
税

な
ら

ば

、
や
む
を

得

な

い
が
、

そ
う

で
な

い
。

バ
サ

ラ

に
耽

っ

て
お
る

の
で
は
、

い
ま

の
天

下
に
飢
餓
病

者
賊

徒
が
絶

え
な

い

の
は
、

当
然

で
あ
る
。

こ
れ

は
天
災

で
は

な

い
。

国
家

に
政

治
歓
如

せ

る
た
め

で
あ
る
と

、
厳

し

く
時

弊

を
指
摘

し
、
痛

罵

し
て
お
る
。

表

面

的
な
文
字

の
遊

び
だ

け
か

も
知
れ

な

い
が
、

そ
れ

で
も

よ

い
。

こ
れ

だ
け

の
反
省
が

あ
れ

ば

、

人
間

は
悪

鬼

に
な
ら

な

い
で
済

む
。

豪
奢

の
反

面
、

そ

の
陰

に
悲
泣

す
る
何

、白
千

万

の
犠
牲

者

が

、
お

る
か
ら

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
、

こ

の
反
省

が
僧
侶

の
間
か
ら

起
ら

な
か

っ
た

こ
と

に
、
大
き

な
淋

し
さ

が
あ

る
。
宗

教
家

の
よ
う

に
、

民
衆

に
大
き

な
感
化
力

を
有
す

る

人

々
か

ら
、

こ

の
反
省

が
湧
か

な
か

っ
た

の
は
、

ど
う

し
た

こ
と

で
あ

ろ
う

か
。

興
禅
護
国

を
叫

ん
だ
禅
僧

が

い
う

"
護
国

"

の
内
容

を
検

討

し
て
見

る
と

、

そ
れ

は
禅
宗

の
興
隆

に
役

立

っ
べ
き
国

家
を
守

護
す

る
意

で
あ

っ
て
、
民
衆

と
手

を

つ
な

い

で
平

和
国
家
を
出

現
せ

し
め
、

そ
れ

を
擁

護
す

る
意

味

で
は
な

か

っ
た
。

新
興

仏
教

た
る
浄
土
宗

を
押

え
、

天
台
真

言

の
旧
仏
教

を
斥

け
る

こ
と

に
力
を
注

い
だ

の
で

あ

っ
た
。
禅

宗

で
仏
教

界
を

牛
耳

る

こ
と

が
目

的

で
あ

っ
た
。

狭

い
仏
教

界

の
こ
と

で
し
か

な
か

っ
た
。

亀

山

大
皇

、
花
園

天
皇
、

後
醍
醐

天
皇

の
帰

依

を

一
応
得

る

こ
と

に
成
功

す
る
と

、

そ
れ

で
安

心
し
、

そ
れ

に
甘

ん
じ

て
、
宗

教

界

で
の
活

躍

は
鈍

っ
た
。

詩
文

章

に

意
を
注

ぐ

こ
と
と

な

っ
て
、

五
山
文
学

な

る
詞
華

は
咲

い
た

が
、
豪

奢
生
活

え

の
反
省

は
見

ら
れ

な
か

っ
た
。

五
山
文
学

の
木
板

印
刷

は
、
看
点

を
変

え
れ

ば
、
最

も
豪

日
本
近
世
前
紀
序
説
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世
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華
な
る
文
化
で
は
な
い
か
。

纈
衣
が
破
れ
、
紫
衣

の
袖
が
、
宮
廷
柳
営
に
謙
が
え

っ
た
。

妙
心
寺
開
山
関
山
国
師
が
都
門
を
去

っ
て
美
濃

に
身
を
潜
め
た
の
は
、
京
鎌
倉
禅
侶
え

の
警
声
戒
告

で
あ

っ
た
。

朝
廷
が
南
北

に
併
立
し
た
こ
と
は
悲
し
い
こ
と
で
あ
り
、
人
心
は
、
何
と
な
く
不
安

で
あ

っ
た
ろ
う
し
、
世
上
万
端
に
傾
斜
が
あ

っ
た
ろ
う
。
正
常
な
、
健
全
な
政
治

が
行
わ
れ
る
わ
け
は
な
い
。

社
会

が
何
と
な
く
二
分
さ
れ
た
り
、
双
立
し
た
り
、
碕
形
児
的
な
存
在
で
あ

っ
た
。
し
か
も
、
過
去

の
権
威

は
地
に
墜
ち
、
成
上
り
者
の
金
力
武
力
が
、
も

の
を
言
う

時
代
が
新
ら
し
く
来
た
。
人
の
力
が
す

べ
て
を
決
定
す
る
時
が
来
た
。
将
軍
尊
氏

で
さ
え
、
親
子
兄
弟

の
内
証
の
た
め
に
、
何
の
力
も
示
し
得
な
い
時
代

で
あ

っ
た
。
無

法
無
主
義
無
節
操

の
直
冬

に
、
振
り
廻
わ
さ
れ
て
お

っ
た
。

こ
こ
で
、
す

べ
て
の
人
々
は
反
省
す
べ
き

で
あ

っ
た
ろ
う
が
、
内
省
し
て
お

っ
て
は
、
自
己
が
滅
亡
す
る
時
代

で
あ

っ
た
。
世
の
中
は
亡

べ
ば
亡
び
よ
、
何
と
か
し
て

自
分

一
人
だ
け
は
、
栄
え
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
あ

っ
た
。

反
省
は
意
外
な
る
方
面
に
芽
を
持

っ
た
。

民
間
文
芸
、
民
間
芸
能

の
分
野
に
お
い
て
で
あ
る
。

一2a‐

器
用
譜
代
の
区
別
な
く
、
在

々
所

々
で
、
民
間
入
の
手
で
、
何
の
規
約
も
制
約
も
な
く
、
気
の
向
く
ま
ま
に
興
行
さ
れ
た
歌
連
歌
は
、
そ
の

一
っ
で
あ
る
。
京

田
舎
を

こ
き
ま
ぜ
て
、
到
る
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
た
。
誰
彼

の
見
境

い
も
な
く
、
判
者
に
な
ら
ぬ
人
ぞ
な
き
有
様
で
あ

っ
た
。

人
間
が
、
文
芸

の
自
由

の
天
地
に
遊
歩
し
た

の
で
あ

っ
た
が
、
余
り

の
無
作
法
無
節
制
で
は
、
却

っ
て
面
白
し
み
が
少
く
、
楽
し
み
が
淡

い
。
そ
こ
を
悟

っ
た
か
、
あ
る
種

の
規
矩
を
作
り
、
約
束
を
結
び
、
そ
の
規
範

の
中

に
お
い
て
自
己

の
天
地
を
見
出
す

こ
と
が
、
真

の
慰
楽
で
あ
る

こ
と
に
気
附
い
た
。
無
制
約

に
対
す
る
反
省
で
あ

っ
た
。

応
安
時
代

(
=
二
六
八
ー
七
四
)

に
な

っ
て

『
応
安
様
式
」
及
び

『
新
応
安
様
式
』
が
規
定
さ
れ
た
。

そ
れ
を
大
き
な
軸
物
に
仕
立
て
て
連
歌

の
席
に
懸
け
、
連
歌
の
衆
は
、
そ
れ
を
読
み

つ
つ
、
眺
め

つ
っ
、
様
式

に
外
れ
ま
い
と
努
め
て
作
歌
し
た
ら
し
い
。
字

引
き
と



首
引
き

で
歌
を
案
出

し
て
お
る
成
出
者

の
姿
が
、
偲
ば
れ

て
、
そ
ぞ
ろ
哀
れ
さ
を
感
ず
る
と
共
に
、

こ
の
物
知
り
顔
を
せ
ぬ
彼
等

の
純
真
さ
こ
そ
、
近
世
期

の
色
調
で
あ

ろ
う
。
嬉
し
い
思
い
が
す
る
。

無
作
法

に
対
す
る
反
省
。
人
間
生
活
に
最
も
必
要
な
る
こ
と
は
、
自
己
を
反
省
せ
ん
と
す
る
、
念
慮

で
あ
る
。
そ
れ
あ

っ
て
こ
そ
、
人
間
は
禽
獣
に
勝
る
、

の
で
あ
る

ヘ

ラ

む

ま

し
力

今
川
了
俊
に
よ

っ
て

『
竹
馬
抄
』
が
著
わ
さ
れ
た
。
民
間
文
芸

は
か
く
あ
る

べ
し
と
い
う
反
省
で
あ
る
。
反
省
は
進
展

の
原
動
力
で
あ
る
。

四

こ
こ
ま
で
言
え
ば
、
観
世
座

の
世
阿
弥
の

『
花
伝
書
』
に
言
及
す

べ
き

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
多
く
の
人
々
に
よ

っ
て
、
説
き
明
か
さ
れ
て
も
お
る
か
ら
、
再
び
言
う
の

愚
を
さ
け
て
、
こ
れ
は
人
間
反
省
の
聖
典
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

五

人
間
の
反
省
は
、
人
心
の
解
剖

に
繋
が
る
。
人
間
の
心
裡
を
分
解
し
て
、
そ
れ
を
接
合
す
れ
ば
、
人
間
の
文
学

が
生
れ
る
。
最
近
代
の
よ
う
に
人
間
の
姿
を
そ
の
ま
ま

描
出
す
る
自
然
主
義
に
ま
で
発
展
す
る
に
は
、
ま
だ
時
間
を
要
す
る
が
ー

も
う
少

し
人
間
自
身
が
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
1

入
間
を
神
仏
と
対
踪
し
た
存
在
で
あ

る
と

し

て
、

描
く

技
能
を

見

せ
初
め

た
。

人
間

の
醜

き
心

や
、
愚

う
か
な

日
常

や
、
惨

し
め

な
且
暮

を
、

"
社

寺

の
縁
起
物

"
と

い
う
形
式

で
描

く

こ
と
が
、
非

常

な
勢

を
も

っ
て
流

行

し
た
。
都

鄙

に
亘

っ
て
縁

起
物

が
好

ま
れ

た
。

一
面
か
ら
見
れ
ば
1

皮
肉

に
言
え
ば
、
絵
巻
物
の
詞
書
を
書
く
こ
と

が
、
皇
族
貴
族
の
収
入
を
大

い
に
助
け
た
の
で
、
月
卿
雲
客
の
方
か
ら
、
働
き
か
け
た
こ
と
も

大
き
な
素
因
で
あ

っ
た
ろ
う
。
後
小
松
天
皇
前
後

の
列
聖
が
衰
翰
を
染
め

て
、
社
寺
縁
起
の
詞
書
を
さ
れ
た
り
、
題
箋
を
お
か
き

に
な

っ
た
数
は
、
相
当
に
達
す
る
。

三
十
六
歌
仙
絵
巻
と
か
、
三
十
六
歌
仙

の
扁
額
と
か
が
、
流
行
し
た
。

そ
れ
は
三
十
六
歌
仙

の
歌
什
に
心
を
惹
か
れ
た
た
め

の
も
の
で
は
な
い
。
歌
道

の

"先
輩
〃
に

対
す

る
憧
憬
で
あ

っ
た
。
現
代
人
の
余
り

に
も
無
学

に
対
す
る
反
省
で
あ

っ
た
。

歌
仙
絵
が
室
町
時
代
を
通
じ
て
流
行
し
た
こ
と

の
意
義
は
大
き

い
。

日
本
近
世
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!、

 

百
合
若
大
臣
と
か
福
富
草
紙
と
か
言

っ
た

一
種
の
ロ
マ
ン
が
、
世
に
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

あ
ろ
う
主
人
公
を
拉
し
来
り
て
、
人
間
を
舞
台

に
立
た
せ
て
眺
め
た
。
反
省

し
た
。

謡
曲
、
狂
言
の
よ
う
な
、
非
実
在
的
ら
し
く
し
て
し
か
も
実
存
す
る
で

七

そ
う
し
た
時

の
流
れ
が
、
凝
集
し
、
結
集
し
た
文
化
は
、
茶

の
湯
で
あ

っ
た
。

茶
湯
は
完
全
に
人
間
の
修
練
で
あ
り
、
反
省
で
あ
る
。
無
秩
序
え

の
批
判
で
あ
る
。
主
客
相
互
各
別
の
責
任
を
持
ち
、

一
糸
乱
れ
ざ
る
行
儀
作
法
を
要
求
し
た
も
の
が

茶
湯
の
極
意
で
あ
る
。
閑
人
の
閑
潰

し
で
は
な
い
。
四
民
平
等

の
世
界
で
は
な
い
。
主
客
順
列
、
厳
し
き
差
格

の
あ
る
世
界
で
あ
る
。
人
間
の
深
き
反
省

で
あ
る
。

反
省

は
修
練
と
な

っ
て
、
新
ら
し
い
生
命
を
生
む
。
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