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佐
藤
 
智
広
 
 

は
じ
め
に
 
 

天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
『
飛
鳥
井
雅
有
卿
記
事
』
（
孤
本
）
は
、
二
条
（
飛
 
 

鳥
井
）
雅
有
の
四
編
の
記
事
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
子
孫
で
あ
る
飛
鳥
井
雅
威
 
 

が
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
 
に
書
き
入
れ
を
施
し
た
際
に
は
、
最
初
の
部
分
が
既
に
 
 

欠
落
し
て
い
た
た
め
、
冒
頭
の
欠
落
し
た
作
品
を
雅
威
は
『
仏
道
の
記
』
と
名
付
け
た
。
 
 

後
続
の
t
ニ
編
は
元
々
書
名
が
付
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
さ
が
の
か
よ
ひ
（
『
嵯
峨
の
通
ひ
』
）
」
 
 

「
も
が
み
の
河
ぢ
（
『
最
上
の
河
路
』
）
」
「
み
や
ぢ
の
わ
か
れ
（
『
都
の
別
れ
』
）
」
と
な
っ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

飛
鳥
井
雅
有
は
、
『
吾
妻
鏡
』
の
、
宗
尊
親
王
将
軍
時
代
の
記
事
に
そ
の
名
が
散
見
さ
 
 

れ
、
鎌
倉
を
生
活
の
拠
点
と
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
文
永
三
年
 
（
一
二
六
六
）
 
 

父
教
定
の
死
去
、
宗
尊
親
王
の
将
軍
職
停
止
に
よ
る
帰
京
と
い
っ
た
公
私
に
わ
た
る
節
 
 

目
の
時
期
に
都
及
び
そ
の
周
辺
を
旅
し
て
い
る
。
雅
有
家
集
『
隣
女
和
歌
集
』
巻
二
は
 
 

文
永
二
～
六
牢
の
詠
作
を
収
め
、
そ
こ
に
京
鎌
倉
往
還
や
都
近
辺
で
の
旅
中
詠
が
見
ら
 
 

れ
る
。
『
仏
道
の
記
』
に
記
さ
れ
る
歌
に
は
、
『
隣
女
集
』
巻
二
と
合
致
す
る
も
の
が
あ
 
 

り
、
こ
の
時
期
の
雅
有
の
体
験
が
、
日
記
と
し
て
記
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
 
 
 

こ
の
『
仏
道
の
記
』
は
、
前
述
の
よ
う
に
冒
頭
部
分
が
欠
落
し
て
い
て
、
全
容
は
判
 
 

ら
な
い
。
し
か
し
、
上
洛
途
中
の
東
海
道
の
旅
か
ら
始
ま
り
、
須
磨
・
明
石
で
の
観
月
 
 

と
続
く
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
鎌
倉
出
発
を
起
筆
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
現
在
見
ら
 
 

れ
る
状
態
で
の
『
仏
道
の
記
』
は
、
全
体
を
三
部
ま
た
は
四
部
の
構
成
と
捉
え
ら
れ
る
 
 

飛
鳥
井
雅
有
の
奈
良
・
伊
勢
遮
造
 
 

－
 
『
仏
道
の
記
』
の
作
品
化
に
つ
い
て
 
ー
 
 

が
、
私
は
三
部
の
構
成
と
み
て
 
 
 

上
洛
か
ら
須
磨
・
明
石
で
の
観
月
 
（
明
石
観
月
）
 
 
 

芦
屋
で
の
仏
道
修
行
生
活
（
芦
屋
隠
棲
）
 
 
 

奈
良
・
伊
勢
へ
の
旅
 
（
奈
良
・
伊
勢
遣
造
）
 
 

と
区
分
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
旅
を
中
心
と
す
る
雅
有
の
体
験
が
作
品
化
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
、
既
に
虚
 
 

（
1
）
 
 

構
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
私
も
実
体
験
を
記
録
と
し
て
の
日
記
で
 
 

（
2
）
 
 

は
な
く
、
作
品
と
し
て
著
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
『
仏
 
 

道
の
記
』
末
部
に
あ
た
る
（
奈
良
・
伊
勢
造
造
）
の
場
面
を
取
り
上
げ
た
い
。
『
仏
道
の
 
 

記
』
所
載
歌
と
『
隣
女
集
』
巻
二
所
載
歌
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
既
に
渡
辺
静
子
 
 

（
3
）
 
 

氏
が
比
較
考
察
し
て
お
ら
れ
る
が
、
特
に
こ
の
 
（
奈
良
・
伊
勢
邁
進
）
 
に
つ
い
て
は
 
 

こ
の
辺
の
記
述
は
ま
こ
と
に
簡
略
、
曖
昧
で
明
瞭
さ
を
欠
く
。
こ
の
段
も
こ
れ
で
 
 

独
立
し
て
い
る
よ
う
で
、
前
の
続
き
と
は
思
わ
れ
難
く
、
何
か
別
な
時
期
の
記
述
 
 

が
あ
っ
た
も
の
を
付
け
た
も
の
か
、
ま
た
は
簡
単
な
メ
モ
よ
う
の
歌
と
記
述
が
あ
 
 

っ
て
、
そ
れ
を
整
理
し
て
、
日
記
ふ
う
に
綴
り
合
わ
せ
た
も
の
か
、
テ
ー
マ
ら
し
 
 

い
も
の
は
な
い
。
が
、
た
だ
、
か
な
り
強
い
悲
嘆
の
情
に
く
れ
な
が
ら
、
春
日
社
、
 
 

伊
勢
神
宮
に
詣
で
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
、
こ
れ
ら
に
よ
り
、
こ
れ
も
ー
つ
の
重
 
 

要
な
契
機
を
も
っ
て
い
る
記
述
で
あ
る
と
と
れ
る
。
 
 

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
渡
辺
氏
は
、
前
述
（
明
石
観
月
）
（
芦
屋
隠
棲
）
と
こ
の
場
面
が
 
 

ま
と
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
立
場
を
と
り
、
何
ら
か
の
事
情
で
現
在
の
形
に
な
っ
た
と
 
 

考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
の
形
態
で
の
検
討
が
不
十
分
で
あ
る
 
 

以
上
、
ま
ず
は
今
の
形
で
の
読
み
を
試
み
る
こ
と
が
先
決
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
本
稿
 
 

で
は
作
品
化
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、
ま
と
ま
っ
た
一
つ
の
日
記
作
品
と
し
て
の
可
能
 
 

性
を
考
察
し
た
い
。
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第
一
節
 
 
 

ま
ず
は
 
（
奈
良
・
伊
勢
邁
進
）
 
場
面
を
掲
げ
る
。
 
 

正
月
十
日
あ
ま
り
、
都
へ
上
ら
ん
と
て
、
植
ゑ
置
き
た
る
八
重
桜
を
見
て
 
 
 

①
植
ゑ
置
き
し
若
木
の
桜
咲
き
初
め
ば
告
げ
よ
わ
が
背
子
見
に
帰
り
来
ん
 
 

（
1
5
）
 
 

水
無
瀬
殿
の
懸
り
を
見
て
 
 

②
朽
ち
残
る
桜
を
見
て
も
忍
ぶ
か
な
荒
れ
に
し
宮
の
い
に
し
へ
の
春
 
（
1
6
）
 
 

四
月
晦
日
ご
ろ
に
、
奈
良
へ
ま
か
る
と
て
、
木
幡
山
に
て
 
 

③
木
幡
山
峰
立
ち
越
え
て
見
渡
せ
ば
伏
見
の
小
田
に
早
苗
採
る
な
り
 
（
1
7
）
 
 

宇
治
に
て
 
 

④
数
な
ら
ぬ
身
を
宇
治
橋
の
長
き
世
に
朽
ち
ぬ
名
ば
か
り
い
か
で
流
さ
ん
 
 

（
1
8
）
 
 

春
日
の
社
に
て
 
 

⑤
捨
て
は
つ
る
心
も
知
ら
ず
白
木
綿
に
恨
を
か
け
て
欺
き
つ
る
か
な
 
（
1
9
）
 
 

奈
良
に
て
、
時
鳥
を
き
～
て
 
 
 

⑥
い
に
し
へ
の
声
か
あ
ら
ぬ
か
時
鳥
古
り
に
し
里
の
人
に
問
は
ゞ
や
（
空
 
 

伊
勢
に
領
る
所
あ
れ
ば
下
る
。
道
、
深
山
続
き
な
り
。
 
 

⑦
涙
だ
に
干
し
あ
へ
ぬ
袖
を
み
山
路
の
木
の
下
露
に
濡
れ
ぬ
日
ぞ
な
き
（
2
1
）
 
 

伊
勢
に
て
、
越
え
し
山
を
見
や
り
て
 
 

⑧
我
が
越
え
し
山
路
を
見
れ
ば
白
雲
の
は
る
～
時
な
き
高
嶺
な
り
け
り
（
2
2
）
 
 

五
月
雨
繁
き
こ
ろ
、
大
夫
が
詠
め
り
し
 
 

■
」
－
 
 

⑨
か
り
そ
め
と
恩
ひ
し
も
の
を
五
月
雨
の
日
数
ふ
り
ぬ
る
草
枕
か
な
 
（
2
3
）
 
 

一
見
し
て
判
る
よ
う
に
、
歌
に
先
立
つ
記
述
は
極
め
て
短
い
。
⑦
の
前
が
終
止
形
で
 
 

完
結
す
る
以
外
は
、
接
続
助
詞
「
て
」
や
格
助
詞
「
に
て
」
、
あ
る
い
は
助
動
詞
「
き
」
 
 

の
連
体
形
と
、
直
接
詠
歌
へ
と
繋
が
る
句
で
し
か
な
い
。
地
の
文
は
そ
れ
に
続
く
歌
を
 
 

簡
略
に
説
明
す
る
に
過
ぎ
ず
、
歌
集
に
お
け
る
詞
書
の
役
割
に
類
似
す
る
。
し
か
し
、
 
 

歌
集
と
は
異
な
り
、
歌
は
地
の
文
よ
り
も
二
字
ほ
ど
下
げ
て
書
写
さ
れ
て
い
る
。
少
な
 
 

く
と
も
、
現
存
伝
本
に
お
い
て
は
、
歌
集
の
断
片
と
い
う
意
識
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
 
 

の
一
方
、
『
仏
道
の
記
』
現
存
部
分
の
歌
が
全
体
で
二
十
三
首
で
あ
る
の
に
対
し
、
（
奈
 
 

良
・
伊
勢
邁
進
）
場
面
が
九
首
を
占
め
、
『
仏
道
の
記
』
末
部
に
至
っ
て
歌
集
の
断
片
が
 
 

紛
れ
込
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
否
定
は
で
き
な
い
。
 
 
 

飛
鳥
井
雅
有
の
日
記
に
は
、
こ
う
し
た
形
を
持
つ
も
の
が
他
に
も
あ
る
。
建
治
元
年
 
 

〓
二
七
五
）
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
日
々
を
記
し
た
『
都
の
別
れ
』
は
、
都
か
ら
鎌
 
 

倉
へ
と
下
る
紀
行
 
（
旅
日
記
）
 
と
鎌
倉
到
着
八
月
十
五
・
十
六
両
日
の
記
事
が
そ
の
大
 
 

部
を
占
め
る
。
こ
の
末
部
は
 
「
折
々
詠
み
侍
り
し
歌
」
 
と
記
さ
れ
、
お
そ
ら
く
そ
の
年
 
 

の
冬
に
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
和
歌
十
l
首
が
、
ご
く
簡
単
な
地
の
文
と
共
に
配
さ
れ
て
 
 

い
る
。
 
 
 

ま
た
、
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
 
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
日
々
を
記
し
た
『
嵯
峨
 
 

の
通
ひ
』
は
純
然
た
る
日
次
記
で
、
未
部
に
歌
が
並
ぶ
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
最
終
 
 

十
一
月
t
一
十
八
日
の
記
事
の
直
後
に
、
行
を
空
け
ず
に
『
最
上
の
河
路
』
と
題
さ
れ
た
 
 

別
作
品
が
続
い
て
い
る
。
『
最
上
の
河
路
』
は
冬
に
都
か
ら
鎌
倉
へ
下
る
旅
を
ご
く
短
い
 
 

地
の
文
と
十
七
首
の
歌
で
綴
っ
た
、
雅
有
の
日
記
作
品
の
中
で
も
特
に
短
い
も
の
で
あ
 
 

る
。
佐
藤
恒
雄
氏
が
 
「
家
集
の
断
片
か
旅
中
の
メ
モ
そ
の
も
の
と
誤
ら
れ
そ
う
な
片
々
 
 

た
る
作
品
で
あ
る
が
、
雅
有
の
方
法
を
か
え
っ
て
荒
削
り
の
ま
ま
に
露
呈
さ
せ
て
い
て
 
 

（
5
）
 
 

甚
だ
興
味
深
い
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
体
裁
と
な
っ
て
い
る
。
『
最
上
の
河
路
』
 
 

は
作
品
中
の
和
歌
が
、
雅
有
の
家
集
『
隣
女
和
歌
集
』
中
の
文
永
七
・
八
年
の
作
品
を
 
 

収
め
た
巻
三
の
歌
と
共
通
し
、
こ
の
時
の
旅
が
文
永
七
年
か
八
年
の
冬
で
あ
る
こ
と
は
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疑
い
な
い
。
『
嵯
峨
の
通
ひ
』
と
は
少
な
く
と
も
一
年
の
隔
た
り
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
 
 

そ
う
し
た
隔
た
り
は
『
隣
女
集
』
と
の
比
較
に
お
い
て
判
明
す
る
の
で
あ
り
、
作
品
そ
 
 

の
も
の
と
し
て
は
『
嵯
峨
の
通
ひ
』
と
『
最
上
の
河
路
』
は
一
連
の
も
の
と
読
め
る
よ
 
 

（
6
）
 
 

う
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
雅
有
の
日
記
作
品
は
、
ま
と
ま
っ
た
日
次
記
に
続
い
て
和
歌
を
配
す
る
 
 

こ
と
が
特
異
な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ま
で
の
ま
と
ま
っ
た
日
記
部
分
と
の
 
 

関
わ
り
に
お
い
て
、
和
歌
を
記
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。
 
 

第
二
節
 
 

こ
う
し
た
日
次
部
分
と
 
（
奈
良
・
伊
勢
遭
造
）
 
と
の
関
わ
り
を
探
る
上
で
、
ま
ず
考
 
 

え
て
お
き
た
い
の
は
、
簡
略
な
地
の
文
に
お
け
る
虚
構
で
あ
る
。
本
稿
該
当
部
九
首
の
 
 

う
ち
、
『
隣
女
集
』
巻
二
と
の
重
出
状
況
を
見
た
い
。
 
 
 

『
隣
女
集
』
巻
二
所
載
歌
で
、
こ
の
場
面
の
歌
と
重
出
す
る
の
は
①
③
⑦
⑧
の
四
首
 
 

で
、
こ
の
う
ち
ほ
ぼ
同
じ
形
で
採
ら
れ
て
い
る
の
は
③
⑦
⑧
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
 
 

＊
も
の
へ
ま
か
る
と
て
、
木
幡
山
に
て
 
 
 

こ
は
た
山
み
ね
た
ち
こ
え
て
み
わ
た
せ
ば
ふ
し
み
の
を
だ
に
さ
な
へ
取
る
な
り
 
 

（
七
九
五
）
 
 

＊
山
を
こ
ゆ
と
て
 
 

涙
だ
に
ほ
し
あ
へ
ぬ
袖
を
み
山
ぢ
の
こ
の
し
た
露
に
ぬ
れ
ぬ
日
は
な
し
（
七
九
九
）
 
 

＊
伊
勢
に
侍
り
て
よ
み
侍
り
し
 
 

我
が
こ
え
し
山
ぢ
を
み
れ
ば
し
ら
雲
の
晴
る
る
時
な
き
た
か
ね
な
り
け
り
 
（
七
九
 
 

（
7
）
 
 

八
）
 
 

と
確
認
で
き
る
。
⑦
⑧
と
歌
順
が
前
後
し
、
七
九
九
歌
第
五
句
が
「
ぬ
れ
ぬ
日
は
な
し
」
 
 

と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
状
況
的
な
問
題
は
な
い
。
 
 

（
8
）
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
先
行
諸
注
釈
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
状
況
の
変
わ
る
も
の
が
 
 

一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
①
で
、
『
隣
女
集
』
に
よ
れ
ば
、
 
 

桜
を
う
ゑ
お
き
て
、
も
の
へ
ま
か
り
侍
る
と
て
 
 

う
ゑ
お
き
し
わ
か
ぎ
の
さ
く
ら
さ
き
そ
め
ば
つ
げ
よ
わ
が
せ
こ
み
に
か
へ
り
こ
ん
 
 

（
三
〇
五
）
 
 

と
な
っ
て
い
る
。
『
仏
道
の
記
』
に
お
い
て
、
芦
屋
を
離
れ
て
上
洛
す
る
時
に
詠
ん
だ
と
 
 

記
さ
れ
る
も
の
が
、
「
も
の
へ
ま
か
り
侍
る
」
時
の
も
の
と
記
さ
れ
る
。
「
ま
か
る
」
 
は
 
 

退
出
や
下
向
と
い
っ
た
精
神
的
な
上
か
ら
下
へ
の
移
動
が
本
義
で
あ
り
、
後
に
は
移
動
 
 

そ
の
も
の
を
表
す
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
『
隣
女
集
』
の
用
例
で
は
 
 
 

鎌
倉
へ
ま
か
り
て
侍
り
し
が
、
や
が
て
か
へ
り
の
ぼ
る
べ
き
よ
し
お
も
ひ
て
侍
り
 
 

し
に
、
心
な
ら
ず
ひ
さ
し
う
侍
り
て
 
（
六
四
八
詞
書
）
 
 

な
ど
が
あ
る
。
一
方
、
 
 

摂
津
国
よ
り
ま
か
り
の
ぼ
り
て
 
（
二
三
〇
詞
書
）
 
 

の
よ
う
に
、
「
ま
か
る
」
を
使
用
す
る
と
し
て
も
、
都
へ
は
「
の
ぼ
る
」
も
の
な
の
で
あ
 
 

る
。
つ
ま
り
、
当
該
三
〇
五
番
歌
は
『
隣
女
集
』
に
お
い
て
は
、
都
か
ら
ど
こ
か
へ
出
 
 

発
す
る
際
に
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
都
か
ら
の
下
向
な
ら
ば
、
桜
が
咲
い
た
こ
 
 

と
を
伝
え
聞
い
て
早
く
帰
り
た
い
の
も
都
で
あ
る
が
、
『
仏
道
の
記
』
の
形
で
は
、
今
去
 
 

ろ
う
と
し
て
い
る
芦
屋
に
再
び
戻
っ
て
き
た
い
、
と
ま
っ
た
く
反
対
の
意
味
に
な
っ
て
 
 

し
ま
う
。
 
 
 

①
の
歌
は
「
わ
が
背
子
」
 
へ
の
呼
び
か
け
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
「
背
子
」
は
男
性
の
 
 

友
人
で
あ
る
が
、
『
仏
道
の
記
』
の
構
成
を
ふ
事
え
て
こ
れ
を
考
え
る
と
、
芦
屋
で
の
三
 
 

日
間
の
修
行
生
活
の
契
機
と
な
っ
た
人
物
が
想
起
さ
れ
る
。
 
 
 

十
月
ば
か
り
、
昔
朝
夕
馴
れ
た
り
し
人
、
藤
衣
に
や
つ
れ
て
、
上
な
き
道
に
の
み
 
 
 

心
を
深
く
か
け
て
、
国
々
を
歩
き
し
に
、
唐
土
へ
渡
ら
む
の
心
ざ
し
に
て
、
道
な
 
 
 

れ
ば
こ
の
所
に
廻
り
き
ぬ
。
や
う
く
に
こ
し
ら
へ
い
ひ
て
、
こ
の
外
山
の
お
く
、
 
 
 

み
山
の
麓
に
、
里
よ
り
五
十
丁
ば
か
り
登
り
て
、
昔
寺
房
な
ど
あ
り
け
る
が
、
今
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は
あ
と
と
見
ゆ
る
礎
だ
に
な
し
。
 
 
 

か
つ
て
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
人
物
と
芦
屋
で
行
き
逢
い
、
山
奥
に
草
庵
を
結
ん
だ
。
 
 

雅
有
も
そ
の
庵
で
修
行
の
体
験
を
す
る
の
が
（
芦
屋
隠
棲
）
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
 
 

「
わ
が
背
子
」
 
は
こ
の
友
人
以
外
に
考
え
が
た
い
。
出
家
を
果
た
し
た
友
人
、
そ
し
て
 
 

そ
れ
に
関
与
し
な
が
ら
も
結
局
は
山
を
下
り
た
雅
有
、
そ
う
し
た
関
係
に
お
い
て
ま
た
 
 

戻
っ
て
く
る
と
い
う
意
味
の
も
の
と
し
て
、
芦
屋
を
離
れ
る
に
際
し
て
詠
ん
だ
形
に
し
 
 

た
の
で
あ
ろ
う
。
歌
の
本
意
と
し
て
は
都
に
再
び
戻
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
表
現
す
 
 

る
『
隣
女
集
』
の
詞
書
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
を
あ
え
て
芦
屋
で
 
 

の
詠
と
し
た
の
は
、
『
仏
道
の
記
』
と
い
う
作
品
と
し
て
の
文
脈
に
他
な
ら
な
い
。
 
 
 

そ
し
て
そ
れ
は
、
⑤
の
歌
に
も
言
え
る
。
 
 
 

春
日
社
に
詣
で
た
雅
有
は
、
世
を
捨
て
去
っ
た
心
も
理
解
で
き
ず
に
、
藤
原
氏
の
氏
 
 

神
で
あ
る
春
日
社
に
世
俗
で
の
ま
ま
な
ら
な
い
境
遇
を
訴
え
て
し
ま
う
。
か
つ
て
の
友
 
 

人
が
世
を
捨
て
、
そ
れ
に
憧
れ
を
抱
き
な
が
ら
も
、
自
ら
の
社
会
的
な
地
位
を
願
わ
ず
 
 

に
い
ら
れ
な
い
、
そ
う
し
た
心
を
詠
ん
だ
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
⑤
の
 
 

歌
は
『
隣
女
集
』
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
が
、
同
じ
く
巻
二
に
は
 
 

春
日
社
の
御
前
の
藤
を
み
侍
り
て
 
 

か
す
が
山
ふ
ぢ
の
か
た
え
の
は
な
さ
か
で
と
し
ふ
る
と
だ
に
神
は
し
ら
ず
や
 
（
三
 
 

七
三
）
 
 

が
あ
る
。
三
七
三
歌
も
花
が
咲
か
な
い
ま
ま
、
つ
ま
り
家
名
が
上
が
る
こ
と
な
く
、
徒
 
 

に
時
が
経
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
世
俗
へ
の
執
着
心
が
共
通
す
る
。
 
 

お
そ
ら
く
同
じ
時
の
詠
歌
と
思
わ
れ
る
が
、
（
芦
屋
隠
棲
）
場
面
で
の
友
人
と
の
対
比
と
 
 

い
う
点
で
、
三
七
三
歌
で
は
な
く
、
⑤
を
採
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

第
三
節
 
 

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
（
奈
良
・
伊
勢
遭
造
）
の
歌
々
が
置
か
れ
た
意
味
も
明
ら
 
 

か
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

ま
ず
④
は
、
宇
治
橋
の
よ
う
に
い
つ
ま
で
も
名
 
（
家
名
）
 
が
残
る
こ
と
を
希
求
す
る
 
 

点
で
、
⑤
と
共
通
す
る
。
明
石
で
の
月
に
対
す
る
風
雅
な
心
、
芦
屋
で
の
仏
道
へ
傾
く
 
 

心
と
は
対
照
的
に
、
現
実
社
会
で
の
自
ら
の
位
置
を
顧
み
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
心
理
が
、
 
 

「
い
か
で
流
さ
ん
」
と
い
う
反
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

②
に
つ
い
て
は
「
水
無
瀬
殿
の
懸
り
」
と
あ
る
。
『
隣
女
集
』
に
は
、
桜
の
歌
で
は
な
 
 

い
が
柳
を
詠
ん
だ
 
 

水
無
頼
殿
の
柳
を
見
侍
り
て
 
 

み
な
せ
が
は
あ
れ
に
し
み
や
を
き
て
み
れ
ば
く
ち
き
の
や
な
ぎ
は
る
め
き
に
け
り
 
 

（
二
七
こ
 
 

も
あ
る
。
こ
の
 
「
懸
り
」
 
の
木
は
、
先
学
諸
氏
の
ご
指
摘
の
ご
と
く
、
蹴
鞠
場
の
四
隅
 
 

に
植
え
る
（
立
て
る
）
木
で
あ
る
。
雅
有
の
蹴
鞠
書
『
内
外
三
時
抄
』
に
は
家
の
流
儀
 
 

と
し
て
柳
・
桜
・
楓
（
蛙
手
∵
松
の
四
本
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
後
鳥
羽
院
離
宮
で
 
 

あ
っ
た
水
無
瀬
殿
に
も
鞠
場
の
木
が
植
え
ら
れ
、
そ
れ
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

雅
有
自
身
が
後
鳥
羽
院
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
祖
父
雅
経
は
後
鳥
 
 

羽
院
時
代
に
歌
鞠
二
道
で
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
う
し
た
家
と
し
て
の
血
脈
を
ふ
 
 

ま
え
て
、
懐
旧
の
心
情
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
⑥
も
古
き
都
で
あ
 
 

っ
た
奈
良
で
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
を
契
機
と
し
て
、
昔
を
偲
ぶ
感
情
を
歌
に
し
た
の
で
 
 

あ
ろ
う
。
 
 
 

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
末
尾
の
伊
勢
に
お
け
る
三
首
で
あ
る
。
涙
に
濡
れ
る
袖
 
 

を
更
に
濡
ら
す
木
の
下
露
と
い
う
⑦
、
晴
れ
る
こ
と
の
な
い
空
と
い
う
⑧
、
徒
に
日
を
 
 

過
ご
し
て
い
る
と
い
う
大
夫
の
歌
⑨
。
明
石
で
の
観
月
、
芦
屋
で
の
仏
道
帰
依
と
い
っ
 
 

た
体
験
を
し
て
、
一
旦
は
そ
れ
に
没
入
し
な
が
ら
、
現
実
社
会
に
身
を
置
く
家
督
者
と
 
 

し
て
の
自
分
が
そ
れ
を
阻
み
、
翻
弄
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
境
遇
を
沈
潜
 
 

し
た
感
情
で
表
現
し
て
作
品
を
閉
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
明
石
観
月
）
 
（
芦
屋
隠
棲
）
に
つ
い
て
は
、
月
に
見
入
る
主
人
公
雅
有
が
、
月
と
向
 
 

（
9
）
 
 

か
い
合
う
場
面
を
歌
で
表
現
し
な
い
、
と
い
う
共
通
姿
勢
を
見
い
だ
し
た
。
そ
う
し
た
 
 

場
面
と
対
極
的
に
、
（
奈
良
・
伊
勢
遭
造
）
で
は
、
理
想
と
現
実
の
狭
間
で
嘆
く
主
人
公
 
 

雅
有
が
歌
を
通
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

文
永
三
年
〓
二
六
六
）
、
父
教
定
が
鎌
倉
で
死
去
し
、
幼
少
よ
り
仕
え
て
い
た
宗
尊
 
 

親
王
も
都
に
戻
さ
れ
た
。
鎌
倉
に
お
け
る
喪
失
を
体
験
し
た
雅
有
は
、
都
で
の
公
家
社
 
 

会
の
二
見
と
し
て
、
ま
た
二
条
飛
鳥
井
の
家
督
者
と
し
て
新
た
な
生
き
方
が
要
求
さ
れ
 
 

た
は
ず
で
あ
る
。
『
隣
女
集
』
に
は
 
 

〓
両
年
在
京
な
が
ら
、
或
所
労
或
服
に
て
出
仕
に
お
よ
ば
ず
侍
り
て
 
 

い
ひ
し
ら
ぬ
身
の
つ
ら
さ
か
な
よ
そ
に
だ
に
雲
ゐ
の
さ
く
ら
見
て
や
や
み
な
ん
 
 

（
三
四
六
）
 
 

亡
父
が
日
記
を
見
侍
る
つ
い
で
に
、
本
望
の
不
達
侍
り
し
事
を
思
ひ
い
だ
し
 
 

花
さ
か
で
か
れ
に
し
藤
の
す
ゑ
な
れ
ば
な
に
を
待
つ
と
か
た
の
み
か
く
べ
き
 
 

（
八
九
〇
）
 
 

の
よ
う
な
、
家
督
者
と
し
て
の
苦
悩
を
見
せ
る
歌
が
あ
る
。
 
 
 

そ
う
し
た
時
期
に
あ
っ
て
、
雅
有
は
都
で
の
生
活
を
記
さ
な
い
。
（
明
石
観
月
）
で
は
 
 

上
洛
の
途
か
ら
嵯
峨
に
寄
る
も
の
の
l
日
で
芦
屋
へ
と
下
っ
て
し
ま
う
し
、
（
奈
良
・
伊
 
 

勢
邁
進
）
 
に
お
い
て
も
、
一
月
の
芦
屋
か
ら
の
上
洛
を
記
し
て
、
す
ぐ
に
奈
良
へ
の
出
 
 

発
を
配
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
都
で
の
日
常
を
避
け
た
形
で
、
こ
の
日
記
を
構
成
 
 

し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
都
に
は
や
っ
て
き
た
が
、
都
で
の
公
家
社
会
の
構
成
員
と
 
 

し
て
の
位
置
は
確
定
せ
ず
、
そ
う
し
た
実
情
の
中
に
お
い
て
、
風
狂
と
も
思
え
る
非
日
 
 

常
の
体
験
（
明
石
観
月
）
 
（
芦
屋
隠
棲
）
を
記
し
、
そ
れ
で
も
日
常
の
自
己
と
し
て
願
わ
 
 

ず
に
は
お
れ
な
い
家
の
繁
栄
と
の
狭
間
で
揺
れ
動
く
主
人
公
雅
有
を
描
い
た
の
が
本
作
 
 

だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
『
隣
女
集
』
と
の
比
較
に
お
い
て
判
る
の
は
、
文
永
二
年
か
ら
六
年
の
体
 
 

験
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
作
中
時
間
が
文
永
三
年
の
父
の
死
・
親
王
帰
京
の
後
で
あ
 
 

る
と
即
断
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
日
記
執
筆
の
時
点
で
は
こ
う
し
た
こ
と
を
意
識
し
 
 

て
、
構
成
し
た
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
 
 

お
わ
り
に
 
 

飛
鳥
井
雅
有
の
『
仏
道
の
記
』
は
意
図
的
に
構
成
さ
れ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
断
 
 

片
的
な
記
事
が
偶
さ
か
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
須
磨
を
経
由
し
て
明
石
で
観
月
を
果
た
す
よ
う
な
風
雅
で
非
日
常
的
な
 
 

体
験
（
明
石
観
月
）
、
芦
屋
で
の
寺
の
造
営
か
ら
修
行
と
い
っ
た
信
仰
へ
の
志
向
を
見
せ
 
 

る
非
日
常
的
な
体
験
（
芦
屋
隠
棲
）
が
あ
る
。
こ
の
t
一
つ
は
俗
世
と
の
関
わ
り
を
絶
と
 
 

う
と
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
そ
れ
を
果
た
せ
な
い
雅
有
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
 
 

れ
を
引
き
ず
る
か
の
よ
う
に
、
非
日
常
と
し
て
の
旅
（
奈
良
・
伊
勢
邁
進
）
 
を
続
け
、
 
 

そ
こ
で
日
常
の
中
で
の
あ
る
べ
き
自
分
を
模
索
す
る
か
の
よ
う
に
、
過
去
を
偲
び
、
家
 
 

運
を
願
う
雅
有
と
い
う
形
で
集
結
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
考
え
る
と
、
作
中
時
間
で
は
後
続
す
る
『
嵯
峨
の
通
ひ
』
の
執
筆
意
図
も
関
わ
 
 

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
『
嵯
蛾
の
通
ひ
』
は
雅
有
が
都
に
あ
り
な
が
ら
、
嵯
峨
に
籠
も
っ
 
 

て
い
た
日
々
を
中
心
と
す
る
日
記
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
体
験
し
た
こ
と
は
「
自
身
の
存
 
 

（
1
0
）
 
 

在
証
明
を
果
た
し
た
」
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
は
逆
に
自
分
の
位
置
を
見
出
せ
ず
に
 
 

苦
悩
す
る
主
人
公
雅
有
を
描
く
の
が
『
仏
道
の
記
』
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
志
向
性
は
、
雅
有
の
日
記
文
芸
の
特
質
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
社
会
 
 

的
な
位
置
づ
け
に
揺
れ
る
と
い
う
男
性
社
会
な
ら
で
は
の
日
記
文
芸
と
し
て
改
め
て
評
 
 

価
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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［
注
］
 
 

1
 
佐
藤
恒
雄
氏
「
飛
鳥
井
雅
有
『
無
名
の
記
』
私
注
－
作
為
ま
た
は
虚
構
に
つ
い
て
I
」
 
（
『
中
世
 
 

文
学
研
究
』
7
号
、
昭
和
5
6
年
8
月
、
中
四
国
中
世
文
学
研
究
会
）
 
な
ど
 
 

2
 
拙
稿
「
飛
鳥
井
雅
有
の
明
石
観
月
－
『
仏
道
の
記
』
の
作
品
化
に
つ
い
て
－
」
 
（
『
緑
岡
詞
林
』
 
 

1
9
号
、
平
成
7
年
3
月
、
青
山
学
院
大
学
日
文
院
生
の
会
）
 
 
 

拙
稿
「
飛
鳥
井
雅
有
の
芦
屋
隠
棲
－
『
仏
道
の
記
』
の
作
品
化
に
つ
い
て
ー
」
 
（
桑
原
博
史
編
 
 

『
日
本
古
典
文
学
の
諸
相
』
、
平
成
9
年
1
月
、
勉
誠
社
）
 
 

3
 
渡
辺
静
子
氏
「
飛
鳥
井
雅
有
卿
記
事
と
『
隣
女
集
』
－
『
無
名
の
記
』
と
『
隣
女
集
巻
二
』
の
 
 

関
連
－
」
 
（
『
日
記
文
学
研
究
』
第
一
集
、
平
成
5
年
5
月
、
新
典
社
）
 
 

4
 
『
仏
道
の
記
』
本
文
は
、
濱
口
博
華
氏
『
飛
鳥
井
雅
有
日
記
注
釈
』
（
平
成
2
年
、
桜
楓
社
）
 
 

に
よ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
底
本
で
あ
る
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
の
本
文
を
確
認
し
た
 
 

上
で
、
読
点
の
位
置
や
漢
字
表
記
を
私
に
改
め
て
い
る
。
歌
末
尾
の
算
用
数
字
は
、
『
仏
道
の
 
 

記
』
に
お
け
る
通
し
番
号
で
あ
る
。
 
 

5
 
佐
藤
恒
雄
氏
「
中
世
紀
行
文
学
の
再
評
価
－
飛
鳥
井
稚
有
の
作
品
か
ら
ー
」
 
（
『
国
文
学
解
釈
と
 
 

鑑
賞
』
5
4
巻
1
2
号
、
平
成
元
年
1
2
月
、
至
文
堂
）
 
 

6
 
拙
稿
「
日
記
文
芸
と
し
て
の
『
最
上
の
河
路
』
－
『
嵯
峨
の
通
ひ
』
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
 
 

て
－
」
 
（
『
日
本
伝
統
文
化
研
究
報
告
』
、
平
成
5
年
1
月
、
筑
波
大
学
文
芸
書
語
学
系
）
 
 

7
 
『
隣
女
集
』
歌
番
号
並
び
に
本
文
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
 
 

8
 
前
掲
注
1
・
4
の
他
、
以
下
の
注
釈
書
。
 
 
 

水
川
善
夫
氏
『
飛
鳥
井
雅
有
日
記
会
釈
』
（
昭
和
6
0
年
、
風
間
書
房
）
 
 
 

渡
辺
静
子
氏
 
「
『
無
名
の
記
』
の
研
究
」
 
（
『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
3
0
号
、
平
成
4
年
3
月
、
 
 

大
東
文
化
大
学
）
 
 
 

渡
辺
静
子
氏
・
芝
波
田
好
弘
氏
『
無
名
の
記
』
（
中
世
日
記
紀
行
文
学
全
評
釈
集
成
第
3
巻
所
 
 

収
、
平
成
1
6
年
、
勉
誠
出
版
）
 
 

9
 
前
掲
注
2
。
 
 

1
0
 
拙
稿
「
二
条
中
将
入
道
に
つ
い
て
－
飛
鳥
井
雅
有
『
嵯
峨
の
通
ひ
』
注
釈
小
考
－
」
 
（
『
解
釈
』
 
 

4
4
巻
8
号
、
平
成
1
0
年
8
月
、
解
釈
学
会
）
 
 

（
さ
と
う
 
と
も
ひ
ろ
 
昭
和
学
院
短
期
大
学
人
間
生
活
学
科
 
助
教
授
）
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