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は
じ
め
に

　

池
田
光
政
筆
「
古
筆
臨
模
聚
成
」
に
関
し
て
は
、す
で
に
四
辻
秀
紀
「
伝

藤
原
公
任
筆
『
大
色
紙
』
の
構
成
に
つ
い
て
―
池
田
光
政
筆
『
古
筆
臨
模

聚
成
』
の
紹
介
を
か
ね
て
―（
（
（

」
や
北
井
佑
実
子
「
池
田
光
政
筆
『
古
筆
臨

模
聚
成
』
に
お
け
る
『
貫
之
集
』
古
筆
切
三
種
（
（
（

」
に
詳
し
い
。
た
だ
、デ
ー

タ
の
記
載
ミ
ス
な
ど
が
見
受
け
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
点
を
正
し
た
上
で
全

体
の
構
成
を
確
認
し
て
お
く
。

　
「
古
筆
臨
模
聚
成
」
は
、林
原
美
術
館
で
「
書
跡488-1

～4

（
3
（

」
と
し
て
、

一
巻
ず
つ
整
理
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
順
は
、
北
井
氏
が
記
さ
れ

た
よ
う
に
、

488-1　

菅
原
道
真
か
ら
源
実
朝
ま
で
四
十
五
名

488-2　

後
鳥
羽
院
か
ら
後
水
尾
院
ま
で
二
十
四
名

488-3　

九
条
兼
実
か
ら
津
守
国
冬
ま
で
三
十
七
名

488-4　

近
衛
家
基
か
ら
覚
明
ま
で
八
十
八
名

と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
四
辻
氏
は
、
林
原
美
術
館
の
整
理
番
号
は
本
来

の
順
序
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
、『
古
筆
名
葉
集
』
に
倣
い
、

第
一
巻　

後
鳥
羽
院
か
ら
法
皇
（
後
水
尾
）
ま
で
歴
代
天
皇
二
十
四

名第
二
巻　

九
条
兼
実
か
ら
津
守
国
冬
ま
で
摂
家
・
精
華
・
能
書
家
・

歌
道
家
な
ど
三
十
七
名

第
三
巻　

近
衛
家
基
か
ら
賞
明
ま
で
法
親
王
・
公
家
・
武
家
・
連
歌

師
な
ど
八
十
八
名

第
四
巻　

菅
原
道
真
か
ら
源
実
朝
ま
で
四
十
五
名

と
並
べ
替
え
て
お
ら
れ
る
。

　

先
に
北
井
氏
が
報
告
さ
れ
た
よ
う
に
、
外
題
等
巻
順
を
示
す
も
の
は
残

池
田
光
政
筆
「
古
筆
臨
模
聚
成
」
所
収
の
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
古
筆
切

 

中
　
葉
　
芳
　
子
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さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
光
政
の
意
図
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、
古
筆
切

を
臨
模
し
て
聚
成
し
た
光
政
に
『
古
筆
名
葉
集
』
に
関
す
る
知
識
が
な
い

と
は
考
え
に
く
い
。
よ
っ
て
、
光
政
が
意
図
し
た
巻
順
は
、
四
辻
氏
が
示

さ
れ
た
順
序
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
四
辻
氏
の
巻
順
と
林
原
美
術
館
の
整
理
番
号
と
の
対
応
は
、

第
一
巻
＝
書
跡488-2

第
二
巻
＝
書
跡488-3

第
三
巻
＝
書
跡488-4

第
四
巻
＝
書
跡488-1

と
な
る
。

一　

臨
模
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
関
連
の
古
筆
切

　
「
古
筆
臨
模
聚
成
」
に
は
『
源
氏
物
語
』
本
文
や
そ
の
享
受
資
料
を
書

写
内
容
と
す
る
古
筆
切
の
臨
模
が
含
ま
れ
て
い
る
。

第
一
巻　

書
跡488-2

　

後
二
条
院　

橋
姫
巻

第
二
巻　

書
跡488-3

　

世
尊
寺
行
能　

総
角
巻
（
三
葉
）、
源
氏
系
図
（
四
葉
）

第
三
巻　

書
跡488-4

　

花
山
院
師
賢　

松
尾
切
（
源
氏
集
）

　

吉
田
兼
好　

須
磨
巻

　

姉
小
路
基
綱　

源
氏
系
図

　

岩
山
道
堅　

若
菜
下
巻

第
四
巻　

書
跡488-1

　

顕
昭　

建
仁
寺
切
（
源
氏
釈
）

合
計
十
三
葉
が
臨
模
さ
れ
て
い
る
。「
古
筆
臨
模
聚
成
」
全
体
か
ら
す
れ

ば
二
割
に
も
満
た
な
い
が
、現
時
点
で
元
の
断
簡
が
報
告
さ
れ
て
お
ら
ず
、

「
古
筆
臨
模
聚
成
」
に
よ
っ
て
の
み
存
在
が
知
ら
れ
る
新
資
料
が
多
く
含

ま
れ
て
い
る
。

　

前
掲
の
北
井
氏
の
論
に
「『
古
筆
臨
模
聚
成
』
は
、
書
写
が
忠
実
で
な

い
部
分
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
と
な
ろ
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
光
政
は

す
べ
て
を
忠
実
に
臨
模
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
縦
の
大
き
さ
は
臨
模

し
た
巻
子
本
の
高
さ
と
い
う
制
限
が
あ
る
の
で
一
行
の
字
数
が
元
の
断
簡

と
は
異
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
一
面
の
行
数
も
元
の
古
筆
切
と
は
異
な
っ

て
く
る
。
ま
た
、
臨
模
と
は
言
っ
て
も
、
元
の
断
簡
の
筆
跡
の
特
徴
を
つ

か
ん
で
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
も
の
も
あ
る
。

　

た
だ
、「
現
在
で
は
散
逸
し
て
い
る
が
、『
古
筆
臨
模
聚
成
』
に
よ
っ
て

の
み
、そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
」（
北

井
氏
前
掲
論
文
）
こ
と
も
「
そ
の
資
料
的
価
値
は
極
め
て
高
い
」（
北
井
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氏
前
掲
論
文
）
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
本
文
を
臨
模
し
た
古
筆
切
六
葉
を

紹
介
す
る
。

二　

伝
後
二
条
天
皇
筆
橋
姫
巻

　

ま
ず
、「
古
筆
臨
模
聚
成
」
所
収
断
簡
の
翻
刻
を
示
す
。

た
ち
を
く
な
つ
れ
〳
〵
な
る
あ
そ
ひ
か
た
き
に
な
と

う
ち
お
ほ
し
け
り
中
将
の
き
み
中
〳
〵
み
こ
の

思
ひ
す
ま
し
た
ま
へ
ら
ん
御
こ
ゝ
ろ
は
へ
を
た
い
め
ん

し
て
み
た
て
ま
つ
ら
は
や
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
そ
ふ
か
く

な
り
ぬ
る
さ
て
あ
さ
り
の
帰
り
い
る
に
も
か
な
ら
す

ま
い
り
て
も
の
な
ら
ひ
き
こ
ゆ
つ
く
ま
つ
う
ち
〳
〵

に
も
け
し
き
た
ま
は
り
給
へ
な
と

 

（『
源
氏
物
語
大
成
』（

（
（

一
五
一
六
頁
①
～
⑤
）

橋
姫
巻
、
阿
闍
梨
が
語
る
八
宮
の
生
活
を
聞
い
た
薫
は
、
阿
闍
梨
に
八
宮

へ
の
取
次
ぎ
を
頼
む
場
面
で
あ
る
。

　

誤
写
と
考
え
ら
れ
る
、
一
行
目
「
た
ち
を
く
な
」（
諸
本
は
「
た
ち
を

か
な
」）、
六
行
目
「
き
こ
ゆ
つ
く
」（
諸
本
は
「
き
こ
ゆ
へ
く
」）
を
除
け

ば
、
定
家
本
系
統
の
本
文
を
持
つ
。
例
え
ば
、
二
行
目
「
中
将
の
き
み
」

は
、
定
家
本
と
は
一
致
す
る
が
、
河
内
本
や
多
く
の
別
本
は
「
中
将
の
君

は
」
と
す
る
。

　

光
政
が
臨
模
し
た
元
の
古
筆
切
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。
伝
称
筆
者

を
後
二
条
天
皇
と
伝
え
る
橋
姫
巻
の
古
筆
切
も
、
小
林
強
「
源
氏
物
語
関

係
古
筆
切
資
料
集
成
稿（
５
（」

に
よ
る
と
、
ツ
レ
と
目
さ
れ
る
断
簡
は
一
葉
の

み
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
実
践
女
子
大
学
に
は
二
条
天
皇
を
伝
称
筆
者
と
す
る
橋
姫
巻

の
断
簡
が
一
葉
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
断
簡
は
、
六
半
切
で
一
面
十
行

詰
、
定
家
本
系
統
の
本
文
を
持
つ
と
い
う
。
実
践
女
子
大
学
所
蔵
の
断
簡

は
現
時
点
で
公
開
さ
れ
て
い
な
い
た
め
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
は
控
え
る

が
、
伝
称
筆
者
と
巻
を
同
じ
く
す
る
こ
と
、「
古
筆
臨
模
聚
成
」
を
実
践
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女
子
大
学
所
蔵
切
と
同
様
の
形
態
（
六
半
切
、
一
面
十
行
詰
）
だ
と
考
え

た
場
合
に
文
字
数
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
、
本
文
系
統
が
一
致
す
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
ツ
レ
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

伝
称
筆
者
の
後
二
条
天
皇
（
一
二
八
五
～
一
三
〇
八
）
は
鎌
倉
時
代
後

期
の
人
物
で
あ
り
、
そ
の
時
代
相
応
の
断
簡
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
鎌
倉

時
代
後
期
書
写
と
考
え
ら
れ
る
。
鎌
倉
後
期
書
写
で
定
家
本
の
本
文
を
持

つ
当
該
断
簡
の
資
料
的
価
値
は
高
い
、
と
言
え
る
。

三　

伝
世
尊
寺
行
能
筆
総
角
巻

　

世
尊
寺
行
能
を
伝
称
筆
者
と
す
る
総
角
巻
の
断
簡
は
三
葉
が
「
古
筆
臨

模
聚
成
」
に
臨
模
さ
れ
て
い
る
。
臨
模
さ
れ
て
い
る
順
で
は
な
く
、『
源

氏
物
語
』
本
文
の
順
に
翻
刻
を
掲
げ
る
。

夜
も
す
か
ら
人
を
そ
ゝ
の
か
し
て
御
ゆ
な
と
ま
い
ら
せ
た
ま

へ
れ
と
つ
ゆ
は
か
り
も
ま
い
る
け
し
き
な
し
い
み
し
の
わ
さ
や

い
か
に
し
て
か
は
か
け
と
ゝ
む
へ
き
と
い
は
む
か
た
な
く
思
ゐ

た
ま
へ
り
ふ
た
む
経
の
あ
か
つ
き
か
た
の
ゐ
か
は
り
た
る

こ
ゑ
い
と
た
う
と
き
に
あ
さ
り
も
よ
ひ
に
さ
ふ
ら
ひ
て

 

（『
源
氏
物
語
大
成
』
一
六
五
五
頁
⑤
～
⑧
）

総
角
巻
、
重
体
の
大
君
を
薫
が
献
身
的
に
看
病
す
る
場
面
で
あ
る
。

　

一
～
二
行
目
「
た
ま
へ
れ
」
は
、
定
家
本
・
河
内
本
、
多
く
の
別
本
は

「
た
て
ま
つ
り
給
へ
」、
別
本
の
横
山
本
・
平
瀬
本
は
「
給
へ
」
で
、
こ
こ

は
臨
模
の
独
自
異
文
。
二
行
目
「
け
し
き
」
は
別
本
の
横
山
本
・
平
瀬
本

と
一
致
し
、
他
の
諸
本
は
「
け
し
き
も
」
と
す
る
。
五
行
目
「
こ
ゑ
」
は

河
内
本
系
統
の
大
島
本
、
別
本
の
平
瀬
本
と
一
致
し
、
他
の
諸
本
は
「
こ

ゑ
の
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
臨
模
は
別
本
の
本
文
と
考
え
ら
れ
る
。

　

残
り
二
葉
は
内
容
が
連
続
す
る
の
で
続
け
て
掲
げ
る
。

我
も
仏
を
念
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
事

か
き
り
な
し
よ
の
な
か
を
こ
と
さ
ら
に
い
と
ひ
は

な
れ
ね
と
す
ゝ
め
給
ほ
と
け
な
と
の
い
と
か
く
い
み

し
き
も
の
は
お
も
は
せ
た
ま
ふ
に
や
あ
ら
む
み
る

ま
ゝ
に
も
の
ゝ
か
く
れ
ゆ
く
や
う
に
て
き
え
は
て
た

ま
ひ
ぬ
る
は
め
に
ち
か
く
い
み
し
き
わ
さ
か
な
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ひ
き
と
ゝ
む
へ
き
か
た
な
く
あ
し
す
り
も
し
つ
へ
く

人
の
か
た
く
な
し
と
み
む
も
お
ほ
え
す
か
き
り
と
み
た
て

ま
つ
り
給
て
中
の
宮
の
を
く
れ
し
と
お
も
ひ
ま
と

 

（『
源
氏
物
語
大
成
』
一
六
六
一
頁
⑥
～
⑩
）

ひ
た
ま
ふ
さ
ま
も
こ
と
は
り
也
あ
る
に
も
あ
ら
す

み
え
給
を
れ
い
の
さ
か
し
き
女
は
ら
い
ま
は
い
と

ゆ
ゝ
し
き
こ
と
ゝ
ひ
き
さ
け
た
て
ま
つ
る

 

（『
源
氏
物
語
大
成
』
一
六
六
一
頁
⑩
～
⑫
）

同
じ
く
総
角
巻
、
薫
が
見
守
る
中
、
大
君
が
亡
く
な
る
場
面
。
妹
の
中
君

も
取
り
乱
し
て
い
る
。

　

本
文
を
確
認
す
る
と
、
一
枚
目
一
行
目
「
念
し
た
て
ま
つ
り
」
は
別
本

の
保
坂
本
・
平
瀬
本
に
一
致
し
、
定
家
本
・
河
内
本
は
「
ね
ん
せ
さ
せ
」

と
す
る
。
一
枚
目
五
行
目
「
も
の
ゝ
か
く
れ
ゆ
く
」
は
河
内
本
、
別
本
の

横
山
本
に
一
致
し
、
定
家
本
は
「
も
の
か
く
れ
行
」
も
し
く
は
「
物
ゝ
か

れ
ゆ
く
」
と
す
る
。
一
枚
目
六
行
目
「
め
に
ち
か
く
」
は
別
本
の
横
山
本
・

平
瀬
本
に
一
致
し
、
定
家
本
・
河
内
本
は
「
ナ
シ
」。
一
枚
目
八
行
目
「
み

む
も
」
は
、
定
家
本
・
河
内
本
「
み
む
こ
と
も
」
で
、
臨
模
の
独
自
異
文
。

一
枚
目
九
行
目
「
を
く
れ
し
と
」
か
ら
二
枚
目
最
後
「
ひ
き
さ
け
た
て
ま

つ
る
」
は
、
こ
こ
ま
で
の
異
同
で
近
い
本
文
を
持
っ
て
い
た
横
山
本
・
平

瀬
本
が
「
ふ
し
ま
ろ
ひ
な
き
給
を
人
〳
〵
ひ
き
さ
け
た
て
ま
つ
る
を
く
れ

し
と
思
ひ
い
り
物
し
給
を
か
き
り
な
れ
は
ゆ
ゝ
し
き
こ
と
ゝ
さ
か
し
か
る

女
房
あ
り
（「
思
い
り
」
は
平
瀬
本
「
思
ひ
と
り
て
」）
と
大
き
く
臨
模
と

異
な
る
。

　

こ
れ
ら
三
葉
の
本
文
を
確
認
す
る
と
、
定
家
本
・
河
内
本
と
は
異
な
り
、
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別
本
の
中
に
も
特
に
近
し
い
本
文
を
持
つ
伝
本
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
別
本
の
本
文
を
持
つ
断
簡
の
臨
模
と
考
え
ら
れ
る
。

　

三
葉
と
も
臨
模
し
た
元
の
古
筆
切
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。し
か
し
、

世
尊
寺
行
能
を
伝
称
筆
者
と
す
る
総
角
巻
の
断
簡
は
数
多
く
伝
存
し
て
お

り
、『
古
筆
学
大
成
』
に
も
伝
世
尊
寺
行
能
筆
源
氏
物
語
切
（
一
）
と
し

て
所
収
さ
れ
て
い
る
。
臨
模
し
た
断
簡
は
、
こ
れ
ら
の
ツ
レ
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
こ
の
伝
世
尊
寺
行
能
筆
源
氏
物
語
切
（
一
）
は
筆
跡
に
特
徴
が

あ
る
。『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集

（
5
（

』
に
所
収
さ
れ
た
断
簡
を
参
考
と
し
て

上
に
掲
げ
て
お
い
た
。

　

臨
模
と
元
の
断
簡
の
ツ
レ
と
思
わ
れ
る
断
簡
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
臨

模
に
は
元
の
断
簡
の
ツ
レ
ほ
ど
の
特
徴
が
見
ら
れ
な
い
。
ツ
レ
と
断
定
す

る
に
は
気
に
な
る
点
で
は
あ
る
。

　

世
尊
寺
行
能
（
一
一
七
九
～
一
二
五
一
）
を
伝
称
筆
者
と
す
る
総
角
巻

の
断
簡
は
、
ツ
レ
に
手
習
巻
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
断
簡
は
、
六

半
切
で
一
面
十
行
詰
、本
文
は
別
本
と
さ
れ
る
。
行
能
よ
り
や
や
遅
れ
る
、

鎌
倉
時
代
中
期
の
書
写
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
伝
世
尊
寺
行
能
筆
総
角
・
手
習
巻
の
断
簡
は
、
二
巻
に
わ
た
る

と
は
言
え
、「
古
筆
臨
模
聚
成
」
の
三
葉
を
加
え
れ
ば
二
十
葉
を
超
え
る

断
簡
が
集
成
さ
れ
て
い
る
。現
在
も
時
折
目
録
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

今
後
と
も
新
出
断
簡
が
期
待
で
き
る
。
独
自
異
文
を
持
つ
別
本
で
あ
り
、

本
文
研
究
の
一
資
料
と
し
て
も
興
味
深
い
断
簡
で
あ
る
た
め
、
臨
模
と
は

言
え
三
葉
も
の
新
出
断
簡
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
意
義
が
あ
ろ
う
。
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四　

伝
吉
田
兼
好
筆
須
磨
巻

　
「
古
筆
臨
模
聚
成
」
所
収
断
簡
の
翻
刻
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

御
て
う
と
ゝ
も
ひ
き
な
ら
し
た
ま
ひ
し
御
こ
と

ぬ
き
す
て
た
ま
へ
る
御
そ
の
に
ほ
ひ
な
と
に
つ
け
て
も

い
ま
は
と
世
に
な
か
ら
ん
人
の
や
う
に

 
（『
源
氏
物
語
大
成
』
四
一
五
頁
⑩
～
⑪
）

須
磨
巻
、
須
磨
へ
退
去
し
た
源
氏
か
ら
送
ら
れ
た
手
紙
を
見
て
、
紫
の
上

が
嘆
く
場
面
で
あ
る
。

　

本
文
は
、
一
行
目
「
御
て
う
と
ゝ
も
ひ
き
な
ら
し
た
ま
ひ
し
」
は
定
家

本
と
一
致
し
、
河
内
本
は
「
御
て
う
と
ひ
き
な
ら
し
給
へ
る
」
で
あ
る
。

臨
模
自
体
が
短
い
の
で
断
定
は
し
難
い
が
、
定
家
本
系
統
で
あ
ろ
う
。

　
「
源
氏
物
語
関
係
古
筆
切
資
料
集
成
稿
」
に
よ
る
と
、
村
上
列
氏
蔵
手

鑑
ま
さ
ご
の
鶴
所
収
切
が
元
の
古
筆
切
の
よ
う
で
あ
る（
記
載
さ
れ
た『
源

氏
物
語
大
成
』
の
頁
行
数
に
よ
る
）。
図
版
な
ど
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

ツ
レ
と
し
て
、『
古
筆
学
大
成
』
所
収
切
な
ど
が
あ
る
。

　

吉
田
兼
好
を
伝
称
筆
者
と
す
る
須
磨
巻
の
断
簡
は
、
六
半
切
で
一
面
十

行
詰
、
本
文
は
定
家
本
系
統
と
さ
れ
る
。
書
写
年
代
は
鎌
倉
時
代
後
期
と

見
ら
れ
て
い
る
。

五　

伝
岩
山
道
堅
筆
若
菜
下
巻

　
「
古
筆
臨
模
聚
成
」
に
は
「
道
堅
／
岩
山
佐
々
木
／
末
云
」
と
あ
る
。

本
文
部
分
の
翻
刻
は
、

又
こ
よ
な
く
ま
さ
り
に
た
る
を
と
せ
め
て
我
か
し
こ
に

か
こ
ち
な
し
給
へ
は
女
房
な
と
は
す
こ
し
つ
き
し
ろ
ふ

よ
ろ
つ
の
事
み
ち
〳
〵
に
つ
け
て
な
ら
ひ
ま
ね

は
ゝ
さ
え
と
い
ふ
物
い
つ
れ
も
き
は
な
く
お
ほ
え
つ
ゝ

我
心
ち
に
あ
く
へ
き
か
き
り
な
く
な
ら
ひ

 

（『
源
氏
物
語
大
成
』
一
一
五
七
頁
⑦
～
⑩
）
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と
な
る
。
若
菜
下
巻
、
女
楽
を
催
し
た
席
で
、
源
氏
が
夕
霧
に
対
し
て
音

楽
に
つ
い
て
語
る
場
面
で
あ
る
。

　

本
文
一
行
目
「
ま
さ
り
に
た
る
を
と
」
は
河
内
本
と
一
致
し
、
定
家
本

は
「
ま
さ
り
に
た
る
を
や
と
」
と
す
る
。
臨
模
も
短
く
、
定
家
本
と
河
内

本
が
対
立
す
る
箇
所
が
一
箇
所
の
み
で
あ
る
た
め
断
定
は
難
し
い
が
、
河

内
本
系
統
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

臨
模
し
た
元
の
古
筆
切
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
道
堅
筆
を

伝
称
筆
者
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
断
簡
も
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。

伝
道
堅
筆
の
『
源
氏
物
語
』
切
に
関
す
る
考
察
は
、
元
の
古
筆
切
や
ツ
レ

の
断
簡
が
見
出
さ
れ
て
か
ら
改
め
て
お
こ
な
い
た
い
。

　

な
お
、
岩
山
道
堅
（
生
年
未
詳
～
一
五
三
二
）
は
室
町
時
代
後
期
の
人

物
。
近
江
の
佐
々
木
氏
の
一
族
。
道
堅
は
法
名
で
、
諱
は
尚
宗
。
将
軍
足

利
義
尚
に
近
臣
と
し
て
仕
え
、
義
尚
の
逝
去
に
よ
り
出
家
し
た
。
和
歌
を

飛
鳥
井
雅
親（
栄
雅
）に
学
び
、三
条
西
実
隆
と
の
交
友
も
深
か
っ
た
。『
道

堅
詠
草
』『
道
堅
自
歌
合
』『
道
堅
百
首
』
な
ど
が
残
る
。
書
は
栄
雅
流
に

属
す
る
。

最
後
に

　
「
古
筆
臨
模
聚
成
」
所
収
の
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
古
筆
切
に
つ
い
て

み
て
き
た
。
元
の
断
簡
が
現
在
管
見
に
入
ら
な
い
も
の
が
多
く
、
元
の
断

簡
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
も
図
版
が
確
認
で
き
て
い
な
い
た
め
断

定
は
し
か
ね
る
が
、
臨
模
さ
れ
た
断
簡
の
ツ
レ
と
お
ぼ
し
き
も
の
と
比
較

検
討
し
て
き
た
。

　

す
で
に
北
井

（
7
（

氏
に
よ
り
「
原
本
を
忠
実
に
書
写
し
て
い
な
い
可
能
性
は

完
全
に
否
定
で
き
な
い
」
と
は
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
新

た
な
ツ
レ
（
新
出
断
簡
）
と
し
て
、
研
究
上
の
資
料
的
価
値
を
有
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
1
）　

四
辻
秀
紀
「
伝
藤
原
公
任
筆
『
大
色
紙
』
の
構
成
に
つ
い
て
―
池

田
光
政
筆
『
古
筆
臨
模
聚
成
』
の
紹
介
を
か
ね
て
―
」（『
金
鯱
叢
書
』

第
二
十
八
輯
、
平
成
十
三
年
十
二
月
）

（
2
）　

北
井
佑
実
子
「
池
田
光
政
筆
『
古
筆
臨
模
聚
成
』
に
お
け
る
『
貫

之
集
』
古
筆
切
三
種
」（
関
西
大
学
『
国
文
学
』
第
一
〇
三
号
、
平
成

三
十
一
年
三
月
）

（
3
）　
注
（
（
）
論
文
で
「
書
籍4（4

48-（

～（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

正
し
く
は
「
書
跡4（8

48-（

～（

」
で
あ
る
。

（
4
）　

池
田
亀
鑑
編
著
『
源
氏
物
語
大
成
』（
中
央
公
論
社
）

（
5
）　

小
林
強
「
源
氏
物
語
関
係
古
筆
切
資
料
集
成
稿
」（『
本
文
研
究　
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考
証
・
情
報
・
資
料　

第
六
集
』
和
泉
書
院
、
平
成
十
六
年
五
月
）

（
6
）
田
中
登
編
著
『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集　

第
三
集
』（
思
文
閣
出
版
、

平
成
十
八
年
一
月
）
に
よ
る
。

（
7
）　

注
（
2
）
論
文
に
よ
る
。

【
付
記
】

　

貴
重
な
資
料
の
調
査
を
お
許
し
く
だ
さ
っ
た
林
原
美
術
館
に
、
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

 

（
な
か
ば　

よ
し
こ
／
本
学
非
常
勤
講
師
）


