
三
重
の
古
文
化
9
8
　
抜
刷
　
（
三
重
郷
土
会
　
2
0
1
3
年
）

東
大
寺
領
三
重
圧
の

所
在
地
に
関
す
る
一
考
察

久
志
本
　
鉄
　
也



東
大
寺
領
三
重
圧
の
所
在
地
に
関
す
る
一
考
察

は
じ
め
に

筆
者
は
先
に
別
稿
で
、
壬
申
紀
に
登
場
す
る
　
「
迩
太
川
」
　
の
比
定

地
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
現
在
の
米
洗
川
で
あ
る
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
新
た
な
問
い
に
対

し
て
試
案
を
提
示
す
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

一
、
四
至
の
読
み
解
き

新
た
な
問
い
と
は
東
大
寺
領
三
重
庄
の
所
在
地
に
つ
い
て
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
同
圧
は
、
大
治
五
年
（
二
三
〇
）
　
三
月
十
三
日
付

「
東
大
寺
諸
荘
文
書
井
絵
図
等
目
録
」
　
（
百
巻
本
東
大
寺
文
書
、
『
平

安
遺
文
』
　
二
一
五
六
・
二
一
五
七
）
　
に
天
平
勝
宝
九
年
（
七
五
七
）

の
四
至
と
し
て
　
「
東
布
沼
雪
上
埼
、
西
甘
南
淵
山
、
南
遠
河
、
北
河

多
良
河
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
至
に
つ
い
て
は
、
「
南
限
の

『
遠
河
』
＝
迩
太
川
を
三
滝
川
と
比
定
す
れ
ば
、
河
多
良
河
＝
海
蔵

川
と
比
定
さ
れ
、
四
日
市
市
生
桑
町
あ
た
り
に
求
め
ら
れ
る
。
『
遠
河
』

＝
遽
太
川
を
朝
明
川
と
す
れ
ば
、
朝
明
郡
内
と
な
る
」
　
（
『
角
川
日
本

地
名
大
辞
典
2
4
三
重
県
』
一
九
八
三
）
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
の

久
志
本
　
鉄
　
也

平
均
的
な
解
釈
で
あ
っ
た
。
『
四
日
市
市
史
第
十
六
巻
通
史
編
　
古

代
・
中
世
』
　
（
一
九
九
五
）
　
も
ほ
ほ
同
様
で
、
「
南
の
は
ず
れ
を
流
れ

る
『
遠
河
』
を
『
と
お
か
わ
』
と
読
み
、
迩
太
川
の
こ
と
と
し
、
そ

れ
を
三
滝
川
に
あ
て
る
と
、
北
の
河
多
良
河
は
そ
の
位
置
関
係
か
ら

海
蔵
川
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
生
桑
の
あ
た
り
が
、
三

重
荘
か
と
さ
れ
る
。
ま
た
朝
明
川
を
迩
太
川
と
す
る
と
、
そ
の
荘
域

は
ま
た
別
に
な
る
」
　
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
未
だ
に
所
在
地
を
確
定
で
き
ず
に
い
る
と
い
う
の
は
、

四
至
の
示
す
地
名
に
つ
い
て
、
通
音
す
る
現
在
の
地
名
や
河
川
名
が

見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
「
甘
南
淵
山
」
　
の
淵
に
つ
い
て
は
、

同
市
史
で
も
「
（
備
カ
）
」
　
と
傍
注
が
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ

ゆ
る
〝
神
奈
備
山
〟
で
あ
ろ
う
と
理
解
で
き
る
。
「
河
多
良
河
」
　
を

海
蔵
川
に
比
定
す
る
の
は
い
さ
さ
か
説
明
を
要
す
る
。
と
い
う
の
は
、

現
在
海
蔵
地
区
に
阿
倉
川
の
地
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
往
古
海
蔵
川

は
カ
イ
ゾ
ウ
と
音
読
み
せ
ず
、
ア
ク
ラ
川
と
呼
ば
れ
た
と
推
察
し
、

「
河
多
良
河
」
　
は
　
「
阿
久
良
河
」
　
の
誤
写
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
「
布
沼
雪
上
埼
」
　
の
比
定
は
さ
ら
に
困
難
で
あ
る
が
、
「
埼
」

の
意
味
す
る
地
形
と
　
「
布
沼
」
　
の
字
形
に
着
目
さ
れ
た
岡
田
登
氏
は
、



『
万
葉
集
』
に
も
詠
ま
れ
た
　
（
後
述
）
、
あ
の
　
「
四
泥
（
＝
志
氏
）
　
の

崎
）
」
　
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
「
布
沼
」
　
は
　
「
市
泥
」
　
の
誤
写
で
は
な
い

か
と
さ
れ
た
。
蓋
し
卓
見
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
雪
」
に
つ
い
て
私

見
を
述
べ
る
と
、
雪
と
聾
の
崩
し
字
は
比
較
的
似
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
本
来
は
「
堅
」
　
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
東

隈
に
つ
い
て
は
「
市
泥
壁
上
埼
」
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
「
市

泥
壁
」
に
つ
い
て
は
、
「
志
氏
の
」
と
解
し
て
も
よ
い
が
、
後
述
す
る

近
世
裁
許
文
書
で
は
　
「
志
氏
野
」
　
「
志
氏
我
野
」
と
い
っ
た
表
記
も

認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
字
義
を
生
か
し
て
「
志
氏
野
」
と
解
す
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。

二
、
三
重
圧
の
所
在
地

以
上
を
踏
ま
え
、
三
重
圧
の
所
在
地
に
つ
い
て
試
案
を
提
示
す
る

が
、
そ
の
前
に
前
節
を
踏
ま
え
た
四
至
を
記
す
と
、
次
の
よ
う
に
な

る。

東
　
志
氏
野
の
上
埼

南
　
遠
河
　
（
米
洗
川
）

西
　
神
奈
備
山

北
　
阿
倉
川
（
海
蔵
川
）

こ
こ
で
川
の
南
北
が
実
際
と
逆
転
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
る

で
あ
ろ
う
。
慈
恵
的
と
の
誇
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
布
沼
」

「
淵
」
等
の
誤
写
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
天
平
勝
宝
九

年
（
七
五
七
）
か
ら
大
治
五
年
（
二
三
〇
）
ま
で
の
あ
る
時
点
で
、

方
位
に
関
し
て
も
南
北
を
取
り
違
え
て
記
し
た
可
能
性
を
想
定
し
て

も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
改
め
て
記
す
と
次
の

よ
う
に
な
る
。

東
　
志
氏
野
の
上
埼
　
　
　
　
西
　
神
奈
備
山

南
　
阿
倉
川
（
海
蔵
川
）
　
　
北
　
遠
河
（
米
洗
川
）

こ
の
四
至
の
示
す
範
囲
を
地
図
上
で
求
め
る
と
、
垂
坂
丘
陵
か
ら

南
東
方
向
に
広
が
る
舌
状
丘
陵
地
が
目
に
入
る
で
あ
ろ
う
（
図
2
参

照
）
。
ま
さ
に
こ
の
舌
状
丘
陵
地
を
中
心
と
し
た
エ
リ
ア
こ
そ
が
、
東

大
寺
領
三
重
圧
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
主

張
で
あ
る
∵
同
東
大
寺
文
書
に
　
「
五
十
町
」
と
あ
る
地
積
に
つ
い
て

も
、
狭
隆
な
解
析
谷
等
の
不
適
地
を
除
い
て
な
お
十
分
に
確
保
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
正
方
位
と
の
ズ
レ
　
（
山
は
西
と
い
う
よ
り
も
北
西
で

は
な
い
か
等
）
を
指
摘
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
北
勢
地
方
に
お

い
て
は
、
海
の
あ
る
方
角
を
東
と
意
識
し
、
山
の
あ
る
方
角
を
西
と

意
識
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
民
俗
方
位
に
倣
え
ば
、
四
至
と
し
て
極

め
て
妥
当
だ
と
考
え
る
。

四
至
で
西
に
あ
る
山
は
、
現
在
地
元
で
は
　
「
垂
坂
山
」
　
と
呼
ば
れ

て
お
り
、
小
字
と
し
て
は
北
岡
山
・
岡
山
・
南
岡
山
等
が
あ
る
。
（
現

在
は
岡
山
を
中
心
と
し
て
、
垂
坂
山
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
）
。

近
世
の
藩
領
絵
図
を
見
て
も
社
詞
等
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
後
述

す
る
山
野
論
裁
許
絵
図
で
は
広
く
岡
山
と
さ
れ
、
そ
の
麓
に
愛
宕
と

記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
十
八
年
の
地
籍
図
で
は
、
北
岡
山
な
い
し
岡

山
の
中
腹
付
近
に
鳥
居
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
愛
宕
神
社
で
あ
る
こ



と
が
分
か
る
（
現
在
は
志
氏
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
）
。
当
地
に
お

け
る
愛
宕
神
社
の
勧
請
が
い
つ
の
こ
と
か
定
か
で
は
な
い
が
、
一
般

的
に
は
愛
宕
信
仰
の
流
行
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
と
さ
れ
て
お
り
、

本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
東
大
寺
文
書
の
時
代
と
は
な
お
相
当
の
懸

隔
が
あ
る
。
し
か
し
、
古
来
神
の
坐
す
山
（
神
奈
備
山
）
　
と
意
識
さ

れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
愛
宕
神
が
勧
請
さ
れ
た
と
考
え
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

志
氏
の
崎
に
つ
い
て
は
、
「
上
埼
」
が
あ
る
か
ら
に
は
「
下
埼
」
も

あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
所
在
地
に
つ
い
て
も
併
せ
て
試
案
を
述

べ
る
。
ま
ず
四
至
に
記
載
の
あ
る
「
上
埼
」
は
、
現
在
志
氏
神
社
（
式

内
社
）
　
の
あ
る
場
所
も
し
く
は
後
世
羽
津
城
が
築
か
れ
た
城
山
で
あ

ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
前
者
の
境
内
に
は
、
内
行
花
文
鏡
や
車
輪

石
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
四
世
紀
後
半
の
築
造
で
あ
ろ
う
と
さ
れ

る
志
氏
神
社
古
墳
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
明
治
時
代
に
社
務
所
建
設

に
伴
っ
て
前
方
部
は
削
平
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
後
円
部
の
径
は
三

〇
m
も
あ
り
、
完
存
し
て
お
れ
ば
四
日
市
市
域
最
大
級
の
前
方
後
円

墳
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
四
至
に
ふ
さ
わ
し
い
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
が
当
時
既
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
城
山
（
近
鉄
名
古
屋
線
に
よ
っ
て
城
跡
は
東
西
に
分
断
さ
れ

て
い
る
）
　
は
、
前
者
（
志
氏
神
社
）
が
正
方
位
的
に
舌
状
丘
陵
地
の

東
端
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
民
俗
方
位
的
に
東
端
、
つ
ま
り
よ
り
海

に
近
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
（
文
明
年
間
に
　
「
羽
津
新
警
護
」

「
答
志
本
警
護
」
＝
い
わ
ゆ
る
〝
海
の
関
所
〟
の
拠
点
と
な
っ
た
の

も
こ
の
城
館
で
あ
ろ
う
）
。
し
か
し
、
三
重
圧
の
時
代
に
は
、
ま
だ

ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
も
の
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
志

氏
神
社
か
ら
城
山
に
か
け
て
広
く
一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
　
「
上

埼
」
　
と
呼
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
、
「
下
埼
」
　
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
城
山
よ
り
も

さ
ら
に
南
、
地
勢
的
に
見
て
舌
状
丘
陵
地
の
先
端
に
位
置
す
る
地
点

で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
前
二
者
と
比
べ
て
周
囲
と
の
比
高
差

が
な
く
、
相
対
的
に
低
い
場
所
に
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
「
下

埼
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
二
者
が
海
に
面
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
こ
の
地
点
は
海
蔵
川
に
臨
ん
で
お
り
、
単
に
地
勢

的
に
先
端
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
実
際
に
　
「
埼
」
を
意
識

で
き
る
ポ
イ
ン
ト
で
も
あ
っ
た
ろ
う
（
図
2
参
照
）
。

三
、
三
重
・
朝
明
の
初
期
郡
界

次
に
、
そ
の
所
在
地
で
は
大
半
が
朝
明
郡
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
こ

と
か
ら
、
三
重
圧
は
や
は
り
三
重
郡
に
な
け
れ
ば
お
か
し
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
指
摘
に
答
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
確
か
に
　
「
三
重
」

を
冠
す
る
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
場
所
は
、
雄
略
記
の
　
「
三
重
嬢
」
な

ど
か
ら
も
、
三
重
郡
家
が
想
定
さ
れ
る
内
部
川
流
域
の
現
采
女
町
付

近
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
同
地
で
は
先
の
四
至
に
当
て

は
ま
る
庄
域
を
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
先
の
試
案
を



示
し
た
わ
け
だ
が
、
三
重
圧
で
あ
る
た
め
に
は
、
や
は
り
三
重
郡
の

庄
園
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
こ
の
問
題
を
ど
う
解
決
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

か
つ
て
三
重
郡
に
お
け
る
条
里
復
原
を
行
っ
た
仲
兄
秀
雄
氏
は
、

『
平
安
遺
文
』
　
（
二
三
三
三
）
に
収
め
ら
れ
た
保
延
元
年
（
二
三
五
）

「
寛
御
厨
検
田
馬
上
帳
」
等
の
記
述
か
ら
、
三
重
郡
に
お
い
て
里
は

北
か
ら
南
へ
十
七
里
を
数
え
、
「
朝
明
郡
界
の
東
阿
倉
川
を
一
里
と
す

る
と
　
（
中
略
）
南
端
河
原
田
付
近
の
三
条
十
七
粟
生
里
も
、
せ
い
ぜ

い
十
三
～
十
四
里
に
し
か
な
ら
な
い
」
と
し
、
「
三
重
・
朝
明
郡
界

が
古
代
は
さ
ら
に
北
方
約
三
里
位
の
線
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
別
で
あ

る
が
、
現
境
界
で
は
、
小
杉
北
方
の
丘
陵
部
の
朝
明
郡
内
に
一
部
入

り
込
ん
だ
地
点
か
ら
一
里
を
起
算
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
断
じ
て
い
る
。

（
そ
う
し
て
作
成
さ
れ
た
の
が
図
1
の
　
「
三
重
郡
条
里
推
定
図
」
　
で

あ
る
）
。
つ
ま
り
、
古
代
に
お
い
て
は
三
重
・
朝
明
郡
界
は
、
少
な
く

と
も
一
里
分
は
朝
明
郡
側
に
入
り
込
ん
で
い
な
い
と
辻
複
が
合
わ
な

い
と
い
う
の
だ
。
三
重
・
朝
明
郡
界
（
＝
旧
海
蔵
村
・
羽
津
村
界
）

は
条
里
の
方
向
性
に
対
し
て
斜
行
し
て
い
る
た
め
、
ど
こ
を
起
点
に

す
る
か
に
よ
っ
て
も
多
少
違
っ
て
く
る
が
、
仲
兄
氏
の
推
定
図
を
基

に
、
旧
東
海
道
上
の
旧
村
界
か
ら
一
里
　
（
6
町
＝
約
六
五
四
m
）
朝

明
都
側
へ
条
里
に
沿
っ
て
平
行
移
動
さ
せ
る
と
、
ち
ょ
う
ど
志
氏
神

社
付
近
が
古
代
の
郡
界
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
志
氏
神

社
古
墳
は
、
後
に
郡
界
と
な
る
境
界
領
域
に
築
造
さ
れ
た
　
（
そ
う
い

う
意
図
を
以
て
築
造
さ
れ
た
）
前
方
後
円
墳
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

本
題
に
戻
ろ
う
。
志
氏
神
社
付
近
に
初
期
の
郡
界
が
あ
っ
た
と
す
る

と
、
舌
状
丘
陵
地
の
大
半
は
三
重
郡
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
三
重
圧

と
称
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
く
な
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
伊

勢
国
内
に
お
け
る
東
大
寺
領
が
、
（
大
安
寺
領
の
よ
う
に
同
一
郡
内
に

複
数
存
在
す
る
こ
と
な
く
）
、
実
質
三
重
庄
を
お
い
て
他
な
い
こ
と
も

郡
名
を
以
て
庄
園
名
と
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ち
な
み
に
、
こ
の
舌
状
丘
陵
地
の
中
央
部
分
か
ら
西
の
岡
山
に
か

け
て
の
山
野
（
後
掲
裁
許
文
書
で
志
氏
野
・
志
氏
我
野
・
志
根
我
野

な
ど
と
表
記
）
を
め
ぐ
つ
て
は
、
寛
延
年
間
に
羽
津
と
阿
倉
川
の
間

で
境
論
が
起
き
て
お
り
、
同
三
年
（
一
七
五
〇
）
　
五
月
十
三
日
付
裁

許
が
絵
図
と
共
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
こ
こ
で

は
触
れ
な
い
が
、
両
村
界
は
三
重
・
朝
明
の
郡
界
で
も
あ
り
、
近
世

に
お
い
て
な
お
同
郡
界
が
不
確
定
で
曖
昧
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。

四
、
補
論

以
上
で
ほ
ぼ
論
じ
尽
く
し
た
が
、
幾
つ
か
補
足
し
て
お
く
。
冒
頭

で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
大
治
五
年
三
月
十
三
日
付
東
大
寺
文
書
（
『
平

安
遺
文
』
　
二
一
五
六
・
二
一
五
七
）
　
で
、
天
平
勝
宝
九
年
（
七
五
七
）

の
時
点
で
先
の
四
至
に
五
十
町
を
有
し
な
が
ら
、
天
暦
四
年
（
九
四

一
）
　
十
一
月
廿
日
付
文
書
（
『
平
安
遺
文
』
　
二
五
七
）
　
で
は
　
「
伊
勢
国

三
重
郡
三
重
庄
田
五
十
町
已
荒
」
　
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど



の
時
点
で
荒
蕪
地
と
化
し
た
か
は
特
定
で
き
な
い
が
、
明
治
二
十
四

年
測
図
の
地
形
図
（
図
2
）
　
に
お
い
て
も
、
同
地
は
一
部
茶
畑
で
あ

る
以
外
利
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
元
々
水
利
が
不
便
な
丘
陵
地
で
あ
る

こ
と
が
耕
作
放
棄
＝
荒
蕪
化
の
原
因
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ

る
。
つ
ま
り
早
い
時
点
で
　
「
巳
荒
L
 
L
た
こ
と
も
、
三
重
圧
が
良
好

な
耕
作
地
で
は
な
か
っ
た
＝
丘
陵
地
で
あ
っ
た
可
能
性
を
傍
証
す
る

（9）

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
伊
勢
国
に
お
け
る
東
大
寺
領
は
『
平
安
遺
文
』
に
収

め
ら
れ
た
東
大
寺
文
書
を
通
覧
す
る
限
り
三
重
庄
以
外
に
認
め
ら
れ

な
い
と
い
っ
て
い
い
。
そ
こ
で
、
伊
勢
国
に
お
け
る
東
大
寺
領
が
な

ぜ
こ
の
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
東
大
寺
と
い
え
ば
発
願
者
は
聖
武
天
皇
で
あ
り
、
同
天

皇
が
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
、
藤
原
広
嗣
の
乱
に
際
し
て
　
「
関
東
」

を
行
幸
し
、
こ
の
付
近
を
通
過
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

『
万
葉
集
』
に
は
そ
の
と
き
丹
比
屋
主
真
人
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
歌

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
後
れ
に
し
人
を
偲
は
く
四
泥
の
崎
　
木
綿
取

り
垂
で
て
さ
き
く
と
そ
思
ふ
」
　
（
一
〇
三
一
）
　
と
い
う
も
の
だ
が
、

こ
れ
に
は
左
注
が
あ
り
、
「
こ
の
歌
は
こ
の
行
の
作
に
は
あ
ら
ぬ
か
、

然
い
ふ
所
以
は
、
大
夫
に
勅
し
て
、
河
口
の
行
宮
よ
り
京
に
帰
ら
し

め
、
従
駕
せ
し
め
し
こ
と
な
し
、
何
そ
思
泥
の
崎
を
詠
め
て
歌
を
作

る
こ
と
あ
ら
む
」
　
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
し
か
し
、
考
え
よ

う
に
よ
っ
て
は
、
実
際
に
は
随
行
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
場
所
で
の
歌
（
「
四
泥
の
崎
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
）
が
必
要

と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
明
確
な
理

由
を
提
示
で
き
な
い
の
だ
が
、
現
時
点
で
の
憶
測
を
述
べ
る
な
ら
ば
、

志
氏
の
崎
の
あ
る
丘
陵
は
、
私
案
で
迩
太
川
と
し
た
米
洗
川
に
至
近

の
地
で
あ
り
、
迩
太
川
の
ほ
と
り
で
の
大
海
人
皇
子
の
故
事
（
天
照

太
神
を
望
拝
）
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
適
当

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
東
大
寺
金
堂
の
本
尊
は
、
周
知
の
よ

う
に
塵
舎
那
仏
で
あ
り
、
大
日
如
来
と
同
一
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

日
輪
を
介
し
て
天
照
大
神
と
虚
舎
那
仏
が
結
び
つ
い
て
く
る
。
つ
ま

り
天
武
天
皇
に
と
っ
て
の
天
照
太
神
は
、
聖
武
天
皇
に
と
っ
て
の
虚

舎
那
仏
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
書
く
と
、

あ
た
か
も
国
家
像
の
大
転
換
に
三
重
圧
が
か
か
わ
っ
て
い
る
か
の
よ

う
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
述
の
如
く
東
大

寺
領
全
体
の
中
で
伊
勢
国
の
占
め
る
割
合
は
極
め
て
少
な
く
、
過
大

評
価
は
禁
物
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）

十
月
に
紫
香
楽
宮
に
お
い
て
詔
を
発
し
、
曲
折
を
経
て
天
平
勝
宝
四

年
（
七
五
二
）
　
四
月
に
開
眼
供
養
を
迎
え
た
虚
舎
那
仏
の
完
成
に
目

的
を
絞
っ
た
東
大
寺
へ
の
施
人
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
施
人
の
時
期

を
特
定
で
き
な
い
た
め
、
発
願
に
伴
う
も
の
か
報
賽
か
を
明
ら
か
に

し
得
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
施
人
と
い
う
事
実
が
重
要
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
完
成
後
は
早
晩
意
味
を
失
い
、
先
の
自
然
条
件
と
相
侯
っ

て
、
急
速
に
荒
蕪
地
と
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。



以
上
、
東
大
寺
領
三
重
圧
の
所
在
地
と
そ
の
歴
史
的
な
意
味
に
つ
い

て
試
案
を
提
示
し
た
。
大
方
の
御
批
判
を
仰
ぐ
も
の
で
あ
る
。

（注）（
1
）
　
「
壬
申
紀
『
遽
太
川
』
小
考
」
　
『
研
究
紀
要
』
第
2
2
号
　
（
三
重
県
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー
二
〇
一
三
）

（
2
）
　
岡
田
登
　
「
壬
申
の
乱
及
び
聖
武
天
皇
伊
勢
巡
幸
と
北
伊
勢
」
　
『
史
料
』

第
一
九
一
号
（
皇
撃
館
大
学
資
料
編
纂
所
二
〇
〇
四
）

（
3
）
　
同
時
期
の
施
入
事
例
と
し
て
、
『
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
』

（
『
寧
楽
遺
文
』
所
収
）
　
に
記
さ
れ
た
　
「
墾
田
地
」
　
が
あ
る
。
同
墾
田

地
で
伊
勢
国
の
占
め
る
割
合
は
圧
倒
的
な
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
　
「
野
」
な
い
し
　
「
原
」
　
の
つ
く
地
名
で
あ
る
。
（
試
み
に
北
勢

分
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
員
弁
郡
「
宿
野
原
」
　
「
志
理
斯
野
」
　
「
阿
刀

野
」
、
三
重
郡
「
宮
原
」
　
「
赤
松
原
」
　
「
河
内
原
」
　
「
日
野
」
、
鈴
鹿
郡
「
大

野
」
　
な
ど
で
、
例
外
は
、
三
重
郡
「
采
女
郷
」
　
と
河
曲
郡
　
「
牛
屋

窪
」
　
の
み
で
あ
る
）
。
こ
の
こ
と
も
三
重
圧
の
主
た
る
地
目
が
　
「
野
」

で
あ
る
こ
と
の
妥
当
性
を
傍
証
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
開
田
」
　
「
未

開
田
代
」
　
の
内
訳
で
は
「
未
開
田
代
」
が
圧
倒
的
で
あ
っ
て
、
後
述
す

る
三
重
庄
の
　
「
已
荒
」
と
も
符
合
し
、
そ
も
そ
も
「
開
田
」
さ
れ
る
こ

と
な
く
荒
蕪
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。

ち
な
み
に
、
先
に
掲
げ
た
　
「
墾
田
地
」
　
の
施
入
時
期
は
、
「
宿
野
原
」
　
「
宮

原
」
　
が
天
武
二
年
、
他
は
聖
武
天
皇
の
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
　
で
、

三
重
庄
の
四
至
が
記
さ
れ
た
天
平
勝
宝
九
年
（
七
五
七
）
　
に
近
似
す
る

年
代
を
示
す
。
な
お
、
天
平
十
六
年
と
い
う
の
は
墾
田
永
年
資
財
法
の

出
さ
れ
た
翌
年
で
も
あ
る
。

（
4
）
　
山
田
猛
氏
の
示
唆
に
よ
る
。

（
5
）
本
稿
で
は
、
垂
坂
丘
陵
本
体
と
区
別
す
る
た
め
、
舌
状
丘
陵
地
の
表
現

を
用
い
る
。

（
6
）
　
三
重
県
史
編
纂
室
所
蔵
「
伊
勢
国
朝
明
郡
羽
津
村
八
幡
村
吉
沢
村
別
名

村
鵜
村
全
図
」
　
に
よ
る
。

（
7
）
弥
永
貞
三
・
谷
岡
武
雄
編
『
伊
勢
湾
岸
地
域
の
古
代
条
里
制
』
　
（
東
京

堂
出
版
一
九
七
九
）

（
8
）
　
『
四
日
市
市
史
第
六
巻
　
資
料
編
　
絵
図
』
所
載
「
羽
津
阿
倉
川
山
野

論
裁
許
絵
図
」
。
同
絵
図
裏
面
に
裁
許
の
内
容
（
判
決
文
）
　
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。

（
9
）
　
四
至
内
に
は
、
丘
陵
地
だ
け
で
な
く
沖
積
平
野
部
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

そ
う
し
た
低
地
に
あ
っ
て
も
、
元
禄
年
間
に
羽
津
用
水
が
開
削
さ
れ
る

ま
で
は
、
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
1
0
）
厳
密
に
は
、
仁
平
四
年
（
一
一
五
四
）
　
四
月
廿
三
日
付
「
東
大
寺
領
三

重
荘
文
書
出
納
日
記
」
　
（
『
平
安
遺
文
』
　
二
七
九
七
）
　
に
、
「
飯
野
郡
三

重
庄
」
と
い
っ
た
理
解
に
苦
し
む
所
在
地
が
記
載
さ
れ
、
「
三
重
庄
坪

付
一
巻
」
　
と
と
も
に
、
「
飯
野
庄
公
験
一
帖
」
　
と
見
え
る
。

（
Ⅱ
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
岡
田
登
氏
前
掲
論
文
で
も
ほ
ぼ
同
様
の
趣
旨
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
同
氏
は
、
三
重
圧
の
所
在
地
に
つ
い
て
は

従
来
ど
お
り
生
桑
町
付
近
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
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