
慶

根

概

説

(
四
)

(問
版
籍
こ
版
付
)

文

学

士

藤

田

元

春

代
JP
つ

の
い
や

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

つ
の
や
yJ
い
ふ
語
は
武
家
放
制
錬
四
.
寺
院
造
作
の
御
綱
吉
の
中
に

二

俳
壇

つ
の
や
云
々
だ
出
て
ゐ
る
か
ら
徳

ハナ
チ
デ

川
時
代
の
通
用
語
で
あ
る
.
し
か
し
盲
-
は

放

出

ビ
い
っ
た
ら
し
い
.

貞
女
姉
記
十
四
に
'
今
曹
物
語
北
速
の
大
臣
の
健
に
云
前
の
放
出
の
隔
手
の
上
に
物
の
ひ
か
る
や
う
に
見
え
け
れ

ば
云
々
･
叉
同
番
寛
連
の
健
畢
よ
-
忠
-
て
い
-
ぬ
'
み
れ
ば
前
の
放
出
の
虞
庇
あ
る
破
屋
の
ひ
ら
み
た
る
に
'

前
庭
に
緋
結
て
云
々
'
按
す
る
に
此

上
に
依
て
考
ふ
る
に
放
出
は
母
屋
よ
-
立
ち
出
し
た
る
屋
也
母
屋
よ
-
放
出

ツ
ノ
ヤ

し
た
る
心
也
'
た
ど
へ
ば
丁
の
字
の
ご
ざ
し
横
の
割
は
母
屋
に
て
数
の
割
は
放
出
な
-
世
俗
に
角

屋

だ
い
ふ
も
の

也
だ
あ
る
の
で
あ
る
.

iL.･グ
ペ

北

蓮

の
大
臣
は
源
信
.
嵯
峨
の
皇
子
で
あ
る
か
ら
放
出
だ
い
ふ
も
の
は
卒
安
朝
初
期
既
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う

蓋
し
苗
-
源
氏
梅
ケ
杖
の
港
に
も
兼
の
中
の
放
出
だ
い
ふ
語
が
あ
る
が
'
こ
れ
は
母
屋
を
し
き
-
た
る
桝
の
あ
る
座

敷
ピ
い
ふ
稗
の
こ
･jJ
で
あ
る
｡
し
か
し
今
菅
物
語
に
あ
る
こ
の
多
-
の
鹿

出
"
い
ふ
は
母
屋
よ
り
立
て
出
し
た
る
屋

で
伊
勢
貞
疫
は
丁
字
形
の
ブ
ラ
ン
の
止
に
屋
根
の
あ
る
形

だど
い
っ
た
O
山
城
榊
諸
寄
の
山
水
犀
凪
を
見
る
}J
乗
久

野

の煉
炭
の
.聾
で
.
こ
の
つ
の
や
が
か
ゝ
れ
て
あ
る
(
附
園
第
十
九
).
南
桑
の
化
宅
を
調
査
に
行
っ
た
時
に
欝
に
予

屋

租

概

祝

言

ゴー.

五

]



地

球

.第
六
啓

発
二
髄

l
三

〇

五

二

は
こ
の
際
屈
か
ら
横

へ
更
に
つ
打
た
し
た
丁
字
形
の
茅
茸
に
出
産
-
た
の
で
こ
れ
を
何
}J
呼
ぶ
か
A,J
.
櫨
署
に
開

い

た
虞
貞
攻
の
畠

の
沌
-
『
つ
の
や
』
ど
い
ふ
ビ
答

へ
'
亀
岡
附
並
で
は
'
入
母
屋
要
人
を

『
ま
や
i
.
同
じ
-
中
人
を

閲 九 十 節

･pの つ 阿 凶 茸 井

部 一 の翰 風静水LIJ職 守護神城 山

『
よ
こ
や
』
竺

芯
ひ
入
母
屋
素
人
に
鍵
の
芋
に
猶

7
椀
又
は
二
棟

直
角
に
増
加
し
て
ゐ
る
鴻
倉
に
『つ

の
や
等
J
い
ふ
ビ
話
さ
れ
た

f{

ガ
ヮヤ

今
氏
の
日
本
の
民
家
に
は
南
部
の
曲
家
ĴJ
あ
る
'
あ
の
過
で
は

す
L,J
や
}J
い
ふ
の
ど
こ
れ
ど
な
償
別
す
る
.
其
の
密
達
を
考

へ

て
左
の
加
-
に

1
家
言
を
提
出
し
て
み
る
｡

元
雑
費
入
な
る
も
り
が
r
ま
や
｣
即
ち
古
い
家
屋
の
木
鉢
で
あ

っ
た
が
其
民
家
の
太
さ
は
普
通
三
間
四
両
で
あ
っ
た
こ
t,)
は
'

山
四
郷
長
の
僻
に
も
出
て
ゐ
る
通
り
で
貞
元
の
頃
に
.
六
位
以

下
の
民
宅
は
其
の
や
ぅ
な
大
さ
で
あ
っ
た
ら
し
い
.
我
観
で
は

弘
仁
九
年
三
月
菅
原
晴
公
の
審
訊
に
基
溝
.
天
下
の
儀
式
男
女

の
衣
服
F
層
唐
絵
に
ょ
る
ど
あ
っ
て
.
大
賓
命
か
ら
し
て
'
暦

制
の
如
-
に
私
民
の
邸
宅
に
穫
閥
を
許
さ
な
い
'
唐
啓
寄
服
志

に
六
品
以
下
三
間
五
架
.
庶
民
は
三
間
四
舞
5J
な

っ
て
ゐ
る
.

そ
の
制
度
に
よ
っ
て
､
や
つ

だ下
っ
て
徳
川
仲
代
寛
文
八
年
の
禁
令
に
寺
院
の
造
作
梁
間
三
間
を
限
-
'
寛
永
二
十

年
に
は
沸
石
以
下
の
面
々
帝

鋳
た

･I
ビ
錐
も
座
敷
二
間
竿
染
'
但
董
俳
は
三
間
染
不
苦
れ
な
ざ
＼
達
し
が
あ
る
'
か



や
-
に
徳
川
‥氏
の
初
期
に
三
間
漁
5･J
定
-

つ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
も
し
三
間
四
兜
AJJ
云
ふ
の
を
､
桂
四
本
を
開
口
に

立
て
､
奥
行
は
架
を
四
つ
か
け
る
ど
い
ふ
鼠
に
解
辞
し
て
壮
yJ
荘
官
の
間
を
例
命
ば
京
の
三
十
三
間
堂
の
柱
間
の
や

-
に
二
間
(凡
十

1
尺
九
寸
弱
)を

L
間
に
だ
る
な
ら
ば
'
余
程
大
き
い
氏
家
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
'
民
家
は
殿
餐

だ
ち
が
っ
て
'
材
木
も
細

い
か
ら
P
左
様
な
わ
け
に
盛
ら
ず
.

7
間
は
京
間
六
尺
五
寸
.
附
合
閥
六
尺
だ
い
ふ
習
慣

に
な

っ
て
ゐ
た
'
そ
こ
で
古
-
は
三
間
四
間
の
母
屋
が
本
鰭
で
'
古

い
京
都
市
で
農
家
の
現
存
す
る
も
の
は
'
す

べ

て
が
三
間
四
間
の
入
母
屋
で
.
其
の
家
に
入
っ
て
見
る
ビ
天
井

が
張

っ
て
な

い
の
が
多
い
'
こ
れ
な
で
も
恐
れ
多

い

例
で
は
あ
る
が
婿
遊
笑
覚
に
よ
る
ビ
紫
展
殿
は
内
案
作
-
に
て
天
井
な
-
屋
根
裏
の
ま
ゝ
に
つ
-
る
ど
あ
る
の
ビ
同

じ
郡
第
で
.
あ
の
刺

々
し

い
御
所
の
正
殿
の
形
式
に
民
家
の
人
称
屋
茅
茸
の
菅
を
保
存
し
て
ゐ
ら
れ
る
所
に
誠
に
有

難

い
嘘
を
生
ず
る
｡

こ
-
い
ふ
風
に
家
作
だ
い
ふ
も
の
は
余
程
保
守
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
三
間
四
間
だ
い
ふ
侍
統
が

一
且
確
定
し
て

そ
れ
が
要
人
を
本
渉
5･)す
る
5･J
左
の
如
き
ブ
ラ
ン
に
な
る
｡

樹 廿 第

即
三
間
に
四
間
を
二
等
分
し
て
年
分
は
土
間
に
.
年
分
を
床
張
に
す
る
だ
六
盛
二

窒
し
か
ざ
れ
な
い
.
之
を
客
間
三
愛
朗
に
す
る
yL1.
慮

塞

が

な
い

故

に

奥

に

庇を

っ
け
て
二
盛
程
の
渡
富
を
つ
-
る
の
が
例
で
あ
っ
た

こ
E
は
p
現
在
の
中
野
宮
北
町
の
民
家
で
例
覆
せ
ら

･↓

る
.
そ
の
庇
を
母
屋
に
取
入
れ
る
ビ
間
口
三
間
奥
行

同 一 ･u･邦

-

五

怖

･1

r

･.｡

Q

L町
...
1fL･.

五
樋
yJ
な
る
.
其
上
で
滑

T
閥
庇
を

つ
け
て
物

人
に
す
る
hJ
か
､
槽

へ
年
間
の
庇
を

つ

座

職

柚

訊

lZL]f



f
r

M

f･=･･=
･
,/l

‥
･三

･･
.

.I;:

･.
･=T

け
蒜

人
に
す
る
孟

工
夫
を
す
る
が
,
こ
-
い
ふ
風
に
奥
行
を
延
ば
す
こ
-

,
光
政
-

る
上
に
E+
便
も
め
-

･ー

三

圃

l

裳
ロ
へ
の
過
-
道
が
娃
鹿
す
る
,yj
い
ふ
た
め
に
ー
封
入
の
示

都
合
も
慧

畠

か
ら
'
や

が
て
之
が
了

Jや
岩

代
は
っ
た
･
す
-

同
じ
五
聞
三
商
で
も
鵬
馴
‥
鵬
座
警

塁

が

Jヾ
b
や
す
-
な
る

の至
,
後
世
多
-
ほ
こ
り
入
母
屋
隼
人

1ヾ
な
-
'
上
聞
誓

｣
"
き

ヨ
マ

四
間
竜
が
今
日
の
田
舎
民
屋
の
本
則
u
な
っ
た
｡

し
か
し
音
楽
の
樽
続
を
重
ん
じ
て
,
妾
人
を
鼻
じ
な
い
で
･
こ

の
宴
の
不
便
を
脱
せ

ん
ビ
工
夫
し
た
も
の
が
あ
る
･
こ
れ
即
ち
ぢ

の
や
』
S
lブ
ラ
ン
李

の
る
'
そ
れ
は
左
の

如
き
も
の

だ
｡

ー

六

開

六

i

い
つ
れ
も

元
瀬
が
妻

聞
入
の
三
間

↑

間
口
を
本

髄
E
L
で

川
は
三
間

四
間
に

!

つ
の
部
屋
を
増
加
し
た
も
の
で
あ
-
･
撃

一は
三
間
未
開
に
二
つ
の
部
屋
を
増
加
し
た
も
の
で
あ
-
'
警

lは
同
じ

も
の
に
前
縁
t一二

つ
ゞ

～
座
敷
だ
部
屋
を
将
加
し
た
-
山
で
あ
る
0
か
や
-
に
曙
卸
す
る
～
･
安
八
の
本
棟
に
射
し



て
t
i<_...角
に
側
.B
に

7
の
併
椎
が
つ
-
こ
ビ
陶
版
弟
二
版
の
如
-
な
る
の
で
あ
る
'
=
の
.つ
の
や
の
つ
の
は

]
つ
の

壌
令
ヾ
二
7つ
の
甥
合
が
あ
る
｡
こ
の
嗣
版
功
二
の
･上
は
南
桑
E
郡
本
梅
村
に
あ
る
尤
も
冊
.Et
.'㌧
つ
の
や
の
.
)
例
で
'

同
村
小
樽
横
堤
竹
岡
源
太
郎
氏
の
化
朗
で
あ
る
'
本
務
は
四
問
六
間
の
著
大
で
あ
っ
た
の
を
'
庇
を
加

へ
て
立
間
の

邸 戊 上 付き｣と化 熟 南

大
越
根
に
す
る
.,)同
時
に
'
取
座
敷
を
贋
げ
て
見
ら
る
ゝ
通
-

一

つ
の
杓
.ぜ
附
加
し
た
も
L9
で
あ
る
'
角
の
下
は
八
MW
激
で
非
常
に

立
派
な
純
水
の
あ
る
庭
脚
に
而
し
て
ゐ
る
｡

さ
き
に
も
述
べ
た
迫
-
'
輔
桑
は
普
通
の
入
時
輔
に
破
風
を
飾

る
こ
yJ
さ

へ
'
村
役
人
棟
内

1
紙
の
承
認
を
得
る
必
要
の
あ
っ
た

跳
で
あ
る
か
ら
'
か
ゝ
る
甘
瀬
な
つ
の
や
作
は
'
勿
静
非
地
節

一

統
の
郷
士
で
Li8-
で
は
許
さ
れ
な
い
t
r
ま
や
L
即
姿
人
で
さ

へ
'

中
人
の
よ
こ
や
よ
-
も
格
式
が
上
位
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
槌
桁
が

勝
林
砧
の
代
々
の
庄
屋
で
あ
っ
て
r
ま
や
)
作
で
あ
る
こ
と
に
放
て

許
せ
ら
る
'
し
か
も
そ
の
7
6や
し
を
更
に
つ
の
や
に
す
る
の
で
あ

る
か
ら
'
余
程
威
張
っ
た
柄
で
n･･t
い
yJ
こ
れ
が
な
い
'
椎
言
す
れ

ば
南
痕
で
は
r
つ
の
や
し
あ
る
も
の
は
徳
川
時
代
に
･nH
地
の
僻
別
階
紋
の

シ
ン
ボ
ル

で
あ
っ
た
'
こ
-
い
ふ
特
別
階
巌

､R'ヤり

を
促
沖
村
の
玉
名
'
村
上
'
杜
'
市
川
'
長
屋
'
永
井
の
五
氏
'
閉
分
村
の
三
名
川
嶋
'
市
町
'
小
川
の
三
氏
'
河

原
林
村
の
五
雪

路
械
'
茨
木
'
追
山
'
八
木
'
山
郎
･
出
雲
村
の
四
名
杉
崎
'
贋
漸
'
谷
尻
､
正
樹
'
の
同
氏
'

足

根

概

枕

LM
五
五
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第
六
番

q
TM
第
二
..a

言
四

五
六

馬
路
村
の
二
名
.
人
見
'
中
川
の
二
巧

等
の
家
柄
ど
す
･O.･
で
以

上
の
氏
を
名
乗
る
も
の
は
其
村
々
で
多
-
上
沈
着
k)
し

て成
p3.W
つ
た

も
の
で
あ
h
'
こ
の
風
邪
が
南
桑
国
分
'
即
古

へ
の
陶
仲
を
中
心
u

し
て
'
保
沖
川
})
愛
宕
山
塊
の
間
の
亀
岡
東
方
の
中
野
に
確
定
し
て

現
在
に
及
び
'
就
中
保
津
の
玉
名
な
る
も
の
が
尤
も
其
居
村
で
羽
板

を
さ
か
し
た
も
の
で
あ
る
'
徐
談
で
は
あ
る
が
其

一
例
を
あ
げ
る
ビ

保
津
に
五
氏
正
墓
停
Lt

る
も
の
が
記
さ
れ
て
あ

っ
て
'
へ明
和
三
年
)

下
人
小
汚
班
の
儀
は

玉
名
の
家
凍
筋
の
者

故
盲
務
ま
-
捉
H
相
定
布
之
中
t
i
り
身
拝
等
傘
中り
踏
足
駄
本
舶
用
並

家
作
の
偽
'
門
破
風
は
'{
及
巾
'
坂
根
…i:;専

一
切
致
さ
せ
不
申

しヾ
い
ふ
明
細
L
.淀
が
あ
っ
た
位
で
あ
る
･
故
に
こ
れ
ら
,,i
村
の
郷
十
U

か
地
主

1ヾ
か
い
ふ
階
激
の
も
の
は
下
<
小
k
:経
か
ら
駄
別
す
る
翁
め
に

門
柿

へ
に
し
て
宏
大
な
邸
地
を

)ヾ
-
､
炎
上
に
本
宅
を
『
つ
の
や
｣
に
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
'
例
令

へ
ば
村
上
息
帖
氏
の
ご
}J
き
は
其
宅
地
八
汀

盟:仙 耳‡ 舶 措



九
十
二
坪
'
電
然
た
る
森
林
中
に
､
『
つ
の
や
｣
の
二
つ
の
角
の
あ
る
本
宅
に
任
し
て
ゐ
る

(
肘
】芦
夢
廿
五
J

一升
鼓
弓

常
陽
の
婚
染
た
る
杜
盲
之
軸
氏
も
刷
じ
-
こ
の
保
沖
の
玉
名
で
r
二
つ
の
や
.)
の邸
に
任
し
て
ゐ
る
'
児
沙
円
の
代
官

目
撃

二
右
術
門
氏
,
出
や
蒜

敢
宮
司
鷹
糊
付
郎
氏
な
+･,J
い
っ
た
名
門
は
す

べ
て
こ
の
t
r
つ
の
や
i
で
あ
る
.
河
原
林

鎚 八 tJ･ 第

策 民 一･柑介 岩 や の つ

村
の
助
沌
俵
次
郎
氏
の
本
宅
も
亦
こ
の
r
つ
r3
や
j
の

]
つ
で
あ
る

が
･
間
口
四
間
に
兵
術
六
間
の
華
人
の
奥
に
八
塊
の
渡
室
が

『
つ

の
』
に
な
っ
て
出
て
ゐ
る
､
子

り訪
問
し
た
時
に
こ

り家
の
入
口

で
板
札
を
見
た

桂
賓
三
年

奉
修
大
草
山
上
護

摩
伏
ロ
ロ

九
月
上
目
目

し
て
み
る
ご
延
焚
三
年
(西
暦

7
六
七
五
)
田
代
井
軍
家
綱
の
頃
か

ら
以
凍
三
百
年
こ
の
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す
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あ
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⊥
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茅
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梅
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岩
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蓉
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叉
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岩
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.
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藷
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あ
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