
無
常
観
の
段
は
漢
文
的
念
書
き
ぶ

b
が
し
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は

左
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
二
章
で
は
、
全
段
を
通
し
て
見
た
場
合
、
隠
遁
文
学
で
あ
る
徒

然
草
K
当
然
多
か
る
べ
き
老
荘
の
引
用
が
少
念
〈
、
反
対
K
儒
家
の

引
用
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
と
い
う
、
矛
盾

K
つ
い
て
考
え

た
。
が
、

ζ

れ
は
数
の
上
だ
け
の
と
と
で
あ

b
、
内
容
的

K
は
む
し

ろ
老
荘
思
想
の
方
が
よ
タ
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
．
矛
盾
は
矛
盾
と
し
て
残
る
の
で
は
左
〈
、
徒
然
草
は
隠
遁
文

学
と
し
て
の
要
素
を
も
十
分
備
え
て
い
る
と
言
う
と
と
が
で
き
る
。

注

（注
1
）
「
徒
然
草
K
投
影
し
た
海
外
文
学
」
福
田
嚢
之
介

文
学
」
第
六
巻
第
三
号

一「

国

狭
衣
物
語
解
釈

(14) 

ぉ
日
い
y
め

大
殿
に
は
、
「
中
将
の
君
は
と
よ
ひ
は
出
で
給
ふ
ま
じ
き
に
主

左
ど
、
尋
ね
さ
せ
給
ふ
ほ
ど
に
、
蔵
人
所
の
方
K
人
々
と
ゑ
高
〈

現
議

1
d
k
d
d
3
3
2
d
l

「
漢
籍
引
用
よ

b
見
た
徒
然
草
の
一
考
察
」
古
津
未
知
男

（注
2
）
「
徒
然
草
」
日
本
古
典
全
書
、
解
説

（注
3
）
「
徒
然
草
全
注
釈
下
」
、
解
説

（注
4
）
「
方
丈
記
・
徒
然
草
」
日
本
古
典
文
学
大
系
、
解
説

（注

5
）
具
体
例
に
つ
い
て
は
付
載
の
資
料
編
に
詳
し
〈
挙
げ
た
が
、

本
稿
で
は
い
っ
さ
い
省
略
す
る
。

（注
6
）
（
注
4
）
K
同
じ

（注
7
）
「
兼
好
の
遁
世
生
活
と
つ
れ
づ
れ
草
の
成
立
」
「
方
丈
記
」

－
徒
然
草
」
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
有
精
堂

（注
8
）
「
徒
然
草
の
本
質
」
「
国
文
学
」
第
十
巻
第
九
号

（注
9
）
「
無
常
観
の
形
式
l
！
徒
然
草
k
b
け
る
」
「
解
釈
と
鑑

賞
」
第
四
二
巻
第
五
号

（
注
刊
）
「
漢
籍
引
用
よ
h
J
見
た
徒
然
草
の
一
考
察
」
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〔
口
訳
〕

も
の
言
ふ
を
、
「
何
事
左
ら
む
」
と
聞
か
せ
給
ふ
に
、
伊
濠
守
念

K
が
し
の
朝
臣
参
b
て
、
「
う
ち
K
か
う
か
う
の
事
左
む
侯
ふ



る
」
と
申
す
を
、
開
き
給
ふ
御
心
地
討
も
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ

b
け
む
。
さ
ら
に
う
つ
ヴ
の
事
と
も
忠
さ
れ
ね
ば
、
「
居
給
へ

b

つ
ら
む
跡
を
だ
に
今
一
院
見
む
」
と
宣
持
事
よ
り
外
K
物
も
覚
え

給
は
ぬ
を
見
給
ふ
に
、
母
宮
は
た
だ
御
衣
引
き
か
づ
き
て
ぞ
臥
し

給
へ
る
。
世
は
い
か
に
左
り
ぬ
る
ぞ
と
見
ゆ
る
ま
で
、
殿
の
内
騒

ぎ
た
り
。
道
の
ほ
ど
思
し
続
く
る
も
い
み
じ
う
ゆ
ゆ
し
き

K
、
御

車
の
内
よ
り
流
れ
出
づ
る
御
涙
、
千
曲
の
川
渡

b
給
ひ
け
る

K
や

と
見
え
た
り
。
道
の
ほ
ど
例
よ
h
ノ
も
遠
う
息
さ
れ
て
、
悼
の
ほ
ど

E
F
b
へ

人
に
引
か
れ
入
り
給
ふ

K
、
九
重
の
内
に
物
騒
が
し
げ
も
な
し
。

州
艇
丘
町
の
火
ど
も
常
よ
り
は
明
う
て
、

ζ

と
か
し
と
の
は
ざ
ま
、

塀
の
つ
ら
づ
ら
な
ど

K
一
言
ふ
声
々
、
「
た
だ
と
の
事
左
る
べ
し
」

と
聞
き
給
ふ

K
、
「
さ
て
ま
こ
と

K
空
に
昇
、
P
給
ひ
ぬ
る
に
や
。

い
か

K
言
ふ
ぞ
」
と
思
す

K
、
心
地
も
い
と
ど
惑
ひ
て
倒
れ
給
ひ

ぬ
べ
し
。
「
殿
参
ら
ぜ
給
ふ
」
と
人
ん
川
立
ち
さ
わ
ぐ
を
、
中
将

「
こ
の
事
K
よ
h
y
て
左
ら
む
か
し
。
い
か
ば
か
り
御
心
地
惑
は
し

給
ひ
つ
ら
む
」
と
思
す
も
い
と
ほ
し
う
て
、
殿
上
の
口

K
さ
し
出

で
給
へ
る
を
、
「
b
は
し
ま
し
け
り
」
と
う
ち
見
つ
け
給
へ
る
ぞ

左
か
左
か
い
み
じ
き
や
。

〔
口
一
訳
〕

堀
川
の
丸
齢
k
h
g
か
せ
ら
れ
て
は
、
「
中
将
の
君
（
狭
衣
）
は
今

夜
は
宮
中
か
ら
退
出
な
さ
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
」
左
ど
、
女
一
一
た

ち
k
h
x
尋
ね
念
さ
っ
て
い
る
聞
に
、
蔵
人
所
の
方
で
人
々
が
声
高
〈

何
か
言
っ
て
い
る
の
を
、
「
何
事
念
の
だ
ろ
う
」
と
聞
い
て
い
ら
っ

し
中
る
と
、
伊
橡
守
念
に
が
し
の
朝
臣
が
や
っ
て
来
て
、
「
宮
中
で

こ
れ
こ
れ
の
と
と
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
」
と
申
す
の
を
、
な
聞
き
に

左
る
ど
両
親
の
な
気
持
ど
も
は
、
ど
ん
左
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
全

く
現
実
の
と
と
と
も
な
思
い

K
念
れ
ま
い
の
で
、
「
そ
の
昇
天
の
時

坐
っ
て
居
ら
れ
た
あ
と
左
り
と
も
せ
め
て
今
一
度
見
た
い
」
と
b

っ

し
ゃ
る
事
よ
り
外
に
正
気
も
左
い
よ
う
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
堀
川
の
大

殿
を
ど
覧
‘
な
さ
っ
て
、
母
宮
は
た
だ
b
着
物
を
ひ
き
か
ぶ
っ
て
寝
て

い
ら
っ
し
宇
る
。
世
の
中
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
と
思
わ
れ
る

ま
で
、
堀
川
の
大
殿
の
ど
殿
の
内
は
大
騒
ぎ
を
し
て
い
る
。
宮
中
へ

の
道
す
が
ら
、
中
将
の
君
の
こ
と
ば
か
り
思
い
続
け
左
さ
る

K
つ
け

て
も
ひ
ど
く
不
吉
左
そ
の
上
に
、
心
配
の
余
h
y
御
車
の
内
か
ら
流
れ

出
る
御
涙
は
、
千
曲
の
川
を
h
F

渡
り
に
念
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

と
思
わ
れ
た
。
宮
中
へ
の
道
の
り
が
、
い
つ
も
よ

b
遠
く
思
わ
れ
て
、

障
の
あ
た
り
を
人
K
手
を
ひ
か
れ
て
入
り
左
さ
る
の
に
、
宮
中
の
な

か
K
物
騒
が
し
い
様
子
も
左
い
。
火
焼
屋
の
火
ど
も
は
い
つ
も
よ
り

は
明
る
く
て
、
と
と
か
し
こ
の
建
物
と
建
物
と
の
間
ゃ
、
塀
の
前
左

ど
で
話
し
て
い
る
声
々
は
、
「
え
だ
と
の
事
で
あ
ろ
う
」
と
聞
き
給

う
K
つ
け
、
「
き
て
ほ
ん
と
う
に
空

K
昇
h
y
左
さ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

何
と
言
っ
て
い
る
の
か
」
と
な
思
い
に
な
る
の
に
、
心
地
も
い
よ
い

よ
乱
れ
て
倒
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
「
堀
川
の
大
殿

が
な
い
で
に
在
っ
た
」
と
、
人
々
が
立
ち
騒
ぐ
の
を
な
聞
き
に
念
つ
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て
、
中
将
の
君
は
、
「
と
の
事
K
よ
っ
て
な
い
で

K
念
っ
た
の
で
あ

ろ
う
よ
。
ど
れ
ほ
ど
b
心
も
乱
れ
左
さ
っ
た
と
と
で
あ
ろ
う
」
と
思

わ
れ
る

K
つ
け
て
も
父
大
殿
が
必
気
の
毒
で
、
殿
上
の
聞
の
入
口
に

出
て
必
い
で
に
念
っ
た
の
を
、
「
昇
天
せ
ず

K
無
事
に
い
て
く
だ
さ

っ
た
」
と
見
つ
け
念
さ
っ
た
の
は
、
か
え
っ
て
ひ
ど
〈
胸
を
し
め
つ

け
ら
れ
る
思
い
を
さ
れ
る
と
と
で
あ
っ
た
。

註

記
〕

O

大
殿
「
会
ほ
い
ど
の
」
又
は
「
hv
と
ど
」
と
よ
む
。
蓮
空
本
・

九
条
家
旧
蔵
本
に
は
「
な
ほ
い
殿
」
と
仮
名
書

K
在
っ
て
い
る

の
で
、
一
応
「
hv
ほ
い
ど
の
」
と
よ
ん
で
必
〈
。
大
き
念
御
殿

の
意
か
ら
、
そ
と
に
住
む
人
の
意
と
左
る
。
文
転
じ
て
大
臣
家

の
称
、
と
と
で
は
中
将
の
君
即
ち
狭
衣
の
父
、
堀
川
の
大
殿
の

と
と
。

O

大

殿

に

は

「

K
は
」
は
「
大
殿
k
b
か
せ
ら
れ
て
は
」
と
、

威
厳
を
と
め
た
強
め
た
言
い
方
。
朝
日
新
聞
社
刊
の
日
本
古
典

全
一
書
本
の
頭
註
で
は
「
堀
川
大
臣
の
邸
宅
で
は
」
と
解
し
て
い

る
。
邸
宅
と
と
れ
ば
、
次

K
主
語
と
念
る
人
物
を
補
わ
ね
ば
左

ら
左
い
の
で
知
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
応
「
大
殿
」
を
邸
宅
と
と

ら
念
い
で
人
物
と
と
っ
て
な
い
た
。

0

中
将
の
君
堀
川
の
大
殿
の
子
。
狭
衣
の
こ
と
。

0

尋
ね
さ
せ
給
ふ
日
本
文
学
全
集
本
の
狭
衣
物
語
（
中
村
真
一
郎

訳
）
の
口
訳
で
は
「
使
を
出
し
て
き
か
せ
る
間
K
」
と
あ
る
。

と
れ
だ
と
宮
中
に
使
い
を
出
す
と
と
に
念
る
。
岩
波
書
店
刊
の

日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
傍
註
に
は
「
女
房
に
」
と
あ
る
。
女

る
が
、

「
そ
れ
が
し
」
単
独
で
用
い
ら
れ
た
例
は
一
例
も
念
い
。

一
房
で
は
事
情
を
知
ら
左
い
か
も
知
れ
念
い
が
、
そ
ん
念
理
屈
ね

き
に
近
く
の
者

K
聞
く
と
と
は
よ
く
あ
る
。
宮
中
ま
で
使
を
出

す
の
も
少
し
大
げ
さ
す
ぎ
る
の
で
「
女
房
に
」
と
と
っ
て
争
い

た。

0

蔵
人
所
と
と
は
堀
川
の
大
殿
の
邸
内
の
蔵
人
の
詰
め
る
建
物
。

「
蔵
人
」
は
、
も
と
も
と
宮
中
で
天
皇
側
近
の
御
用
を
勤
め
る

役
で
あ
る
が
、
さ
ら

K
摂
政
・
関
自
家
の
家
政
を
掌
る
も
の
に

も
い
う
。
捌
噛
一
人
で
、
職
事
が
四
十
三
人
。
別
当
を
、
ま
た

蔵
人
所
の
家
司
と
も
い
っ
た
。
「
今
鏡
」
の
「
伏
見
の
雪
の
あ

し
た
」
の
巻
に
、
「
上
達
部
、
殿
上
人
、
蔵
人
所
の
家
司
、
職

事
、
御
随
身
左
ど
、
さ
ま
ざ
ま
陀
参
h
y
と
み
た

b
け
る
に
」
念

ど
の
用
例
が
あ
る
。

0

聞
か
せ
給
ふ
「
せ
」
は
使
役
と
も
尊
敬
と
も
と
れ
る
。
が
一

応
尊
敬
と
し
て
訳
し
て
必
い
た
。

0

伊
藤
守
左
に
が
し
の
朝
臣
堀
川
殿
の
家
司
で
あ
ろ
う
。
「
左

K
が
し
」
は
、
本
当
は
実
名
を
言
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
K
書
く
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
岩
波
大
系
本
で
は
、
「
伊
濠

の
守
そ
れ
が
し
」
と
あ
る
。
「
朝
臣
」
が
あ
れ
ば
か
し
と
ま
っ

た
言
い
方
で
、
前
の
「
大
殿
に
は
」
と
威
厳
を
と
め
た
言
い
方

と
も
相
ま
っ
て
、
緊
張
し
た
気
分
が
う
か
が
わ
れ
る
。

O

念

に

が

し

「

な

K
が
し
」
が
内
閣
文
庫
本
だ
け
は
「
そ
れ
が

し
」
と
念
っ
て
い
る
。
用
例
を
み
る
と
、
内
閣
文
庫
本
で
は

「
念
に
が
し
」
が
一
四
例
で
「
そ
れ
が
し
」
は
一
六
例
と
「
そ

れ
が
し
」
の
方
が
多
い
け
れ
ど
、
流
布
本
で
あ
る
古
活
字
本
系

統
で
は
「
そ
れ
が
し
」
は
、
「
念
に
が
し
そ
れ
が
し
」
と
し
て

一
例
、
「
そ
れ
が
し
か
れ
が
し
」
と
し
て
二
例
、
合
計
三
例
あ
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る
が
、
「
そ
れ
が
し
」
単
独
で
用
い
ら
れ
た
例
は
一
例
も
念
い
。

ち
克
也
み
忙
源
民
物
語
の
場
合
は
「
左
に
が
し
」
は
五
八
例
も
あ

る
が
、
「
そ
れ
が
し
」
は
一
例
も
な
い
。
以
上
か
ら
考
え
る
と
、

「
そ
れ
が
し
」
は
「
な
に
が
し
」
よ
り
b
そ
く
発
生
し
た
語
の

よ
う
で
も
あ
る
し
、

ζ
ζ

は
特
に
単
独
で
用
い
ら
れ
た
場
合
で

あ
る
の
で
、
古
活
字
本
系
統
の
「
左
に
が
し
」
の
方
が
よ
〈
は

念
い
だ
ろ
う
か
。

O

か
う
か
う
の
事
宮
中
で
の
音
楽
の
遊
び
の
際
、
狭
衣
の
中
将

の
笛
の
立
日
に
め
で
て
、
天
稚
御
子
が
狭
衣
を
天
上
に
な
誘
い
に

左
夕
、
狭
衣
が
天
上
に
昇
っ
て
し
ま
わ
れ
た
と
い
う
事
。
実
際

は
、
狭
衣
は
ど
両
親
の
会
左
げ
き
を
思
っ
て
、
天
稚
御
子
の
な

誘
い
を
断
わ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
噂
さ
は
狭
衣
昇
天
と
念
っ

て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
伊
荷
風
守
は
噂
さ
の
ま
ま
に
狭

衣
昇
天
と
堀
川
の
大
殿
に
報
告
し
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
と

と
は
、
後
文
の
堀
川
の
大
殿
の
こ
と
ば
に
「
居
給
へ
り
つ
ら
む

跡
を
だ
に
、
今
一
度
見
む
」
と
か
、
「
き
て
ま
こ
と
に
空
に
昇

h
y
給
ひ
ぬ
る
に
や
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
八
万
る
。
在
な
岩
波
大
系

本
の
頭
註
に
「
内
裏
で
し
か
じ
か
の
事
件
が
ど
ざ
い
ま
し
た
そ

う
で
す
。
で
す
か
ら
狭
衣
様
の
帰
邸
は
遅
れ
左
さ
る
で
し
ょ
う
。
」

と
あ
る
が
、
伊
珠
守
は
「
狭
衣
昇
天
」
と
報
告
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
狭
衣
の
「
帰
邸
が
遅
れ
る
」
と
あ
る
の
は
当
ら
左
い
。

o
候
ふ
左
る
「
左
る
」
は
伝
聞
・
推
定
の
助
動
詞
。

0

御
心
地
ど
も
岩
波
大
系
本
で
は
、
す
ぐ
前
文
の
「
聞
か
せ
給

ひ
て
」
の
傍
註

K
「
堀
は
」
と
あ
る
と
と
ろ
か
ら
み
る
と
「
御

心
地
」
も
堀
川
の
大
殿
の
御
心
地
と
在
る
が
、

ζ

と
は
「
ど
も
」

と
い
う
複
数
を
示
す
接
尾
語
も
あ
る
し
、
す
ぐ
後

K
母
宮
が
心

配
の
余
り
「
御
衣
引
き
か
づ
き
て
ぞ
臥
し
給
へ
る
」
と
も
あ
る

の
で
、
ど
両
親
の
「
御
心
地
ど
も
」
と
と
っ
た
。

0

居
給
へ
り
つ
ら
む
跡
を
だ
K
今
一
度
見
む
と
の
諮
か
ら
、
狭
衣

は
も
う
昇
天
し
て
し
ま
っ
て
い
ら
れ
る
と
、
堀
川
の
大
殿
は
思

い
こ
ん
で
い
ら
れ
る
と
と
が
八
万
る
。
前
述
し
た
よ
う

K
、
伊
議

守
は
「
狭
衣
昇
天
」
と
報
告
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
見
む
」
の

「
む
」
は
、
一
人
称
の
動
作
に
つ
い
て
意
志
・
希
望
を
示
す
助

動
詞
、
口
訳
で
は
希
望
に
訳
し
て
が
い
た
。

0

世
は
い
か

K
走
り
ぬ
る
ぞ
末
法
思
想
に
よ
る
も
の
。
つ
い

K

世
は
滅
び
て
し
ま
う
の
か
、
と
い
う
意
。
末
法
思
想
と
い
う
の

は
、
釈
迦
入
滅
後
最
初
の
千
年
間
を
正
法
時
と
い
い
、
教
が
正

し
く
行
わ
れ
修
行
の
結
果
悟
が
開
か
れ
る
。
次
の
千
年
間
を
像

法
時
と
い
い
、
教
も
修
行
も
行
わ
れ
る
が
形
ば
か
タ
で
悟
は
聞

か
れ
ぬ
。
次
の
一
万
年
間
が
末
法
時
で
、
教
は
い
た
ず
ら

K
存

す
る
ば
か
り
で
修
行
す
る
人
も
左
〈
悟
は
開
か
れ
ず
、
仏
教
は

全
く
衰
退
し
、
天
災
地
変
、
疫
病
流
行
し
、
世
は
終
り
と
念
る

と
い
う
思
想
で
あ
る
。
釈
迦
の
入
波
は
紀
元
前
九
四
九
年
で
あ

る
の
で
、
二
千
一
年
自
の
末
法
時
に
入
る
年
は
、
冷
泉
天
皇
の

永
承
七
年
（
一

O
五
二
）

K
あ
た
る
。
狭
衣
物
語
の
成
立
は
、

ほ
ぼ
延
久
・
承
保
年
間
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
（
岩
波
大
系
本

狭
衣
物
語
の
解
説
に
よ
る
）
、
一

O
六
九
年
か
ら
一

O
七
七
年
の

間
と
い
う
と
と

K
念
る
。
即
ち
と
の
時
代
は
一

O
五
二
年
の
末

法
時
に
は
い
っ
た
ば
か
り
で
、
十
年
か
二
十
年
し
か
た
っ
て
い

念
い
こ
と
に
左
る
。

0

千
曲
の
川
「
ち
く
ま
の
川
」
は
千
曲
川
の
と
と
で
あ
ろ
う
か
。

千
曲
川
は
長
野
県
（
信
濃
国
）
北
東
部
を
流
れ
る
川
で
、
関
東

－ーーー‘圃

唱
E
A

ヴ

i



山
地
（
甲
武
信
岳
）
に
源
を
発
し
佐
久
平
・
小
諸
左
ど
を
流
れ

て
新
潟
県
に
入
夕
、
信
濃
川
と
念
っ
て
日
本
海
に
注
ぐ
。
千
曲

川
は
歌
枕
と
し
て
も
有
名
で
、
更
級
郡
上
山
田
町
上
山
田
温
泉

千
曲
川
河
畔
に
は
万
葉
歌
碑
「
信
濃
在
る
ち
く
ま
の
川
の
さ
ざ

れ
し
も
き
み
し
ふ
み
て
ば
玉
と
ひ
ろ
は
む
」
が
建
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
千
曲
川
は
徒
歩
渡
り
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
と

の
場
合
K
ふ
さ
わ
し
い
歌
も
見
当
ら
ず
、
出
典
未
詳
。
念
会
ζ

の
川
の
名
前
は
内
閣
文
庫
本

K
は
出
て
と
念
い
。

0

障
警
固
の
者
の
詰
所
の
と
と
で
あ
る
が
、

ζ

と
は
建
春
門
の

左
衛
門
府
の
陣
屋
の
と
と
で
あ
ろ
う
。

O

人
に
ひ
か
れ
て
入
h
y
給
ふ
に
気
も
顛
倒
し
て
い
て
足
も
と
も

hv
ぼ
つ
か
念
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
人
の
手
を
借

b
て
ゆ
か
れ
る

の
で
あ
る
。

0

さ
は
が
し
げ
も
左
し
蓮
空
本
は
「
さ
は
が
し
釘
け
も
念
し
」

と
あ
っ
て
「
き
」
が
異
本
で
は
「
〈
」
と
念
っ
て
い
円
か
岳
ト
書

き
入
れ
、
ま
た
「
け
も
念
し
」
が
見
せ
消
ち
と
左
っ
て
い
る
。

同
系
統
で
あ
る
が
九
条
家
旧
蔵
本
の
方
は
「
さ
は
が
し
什
」
と

あ
っ
て
、
「
け
も
左
し
」
は
左
い
。
「
け
も
念
し
」
は
あ
る
方

が
よ
い
。

カ
カ
h
J
芦

0

火
焼
屋
夜
警
の
た
め
に
衛
士
が
讐
品
川
を
た
い
て
詰
め
て
い
る

番
所
。

o
あ
か
〈
て
内
閣
文
庫
本
、
蓮
空
本
、
九
条
家
旧
蔵
本
は
共

K

「
あ
か
〈
見
え
わ
た
り
て
」
と
あ
り
、
特
に
蓮
空
本
と
九
条
家

旧
蔵
本
と
は
「
み
」
の
右
側
に
「
も
イ
」
と
あ
り
、
異
本
で
は

「
あ
か
く
も
え
わ
た
り
て
」
と
念
っ
て
い
る
由
で
あ
る
。

0

は
ざ
ま
建
物
と
建
物
と
の
問
。

、－
1

1
、T
T
3
1
u
b

今、“η

ヒ

司
4
L
、
言
司

0

4

凡
だ
と
の
事
念
る
べ
し
「
と
の
事
」
と
は
天
稚
御
子
が
狭
衣

を
迎
え

K
き
て
、
狭
衣
が
昇
天
し
た
と
い
う
と
と
。

0

い
と
ど
宮
中
に
来
て
人
々
の
言
う
声
を
聞
く
前
K
も
心
乱
れ

て
hv
ら
れ
た
が
、
宮
中
で
そ
の
声
を
聞
〈
と
念
会
一
層
の
意
。

o
と
の
事
K
よ
タ
て
念
ら
む
か
し
「
と
の
事
」
と
は
、
前
述
の

「
と
の
事
」
と
同
じ
く
、
狭
衣
昇
天
の
と
と
。

o
い
と
ほ
し
う
て
「
ほ
」
の
字
は
、
古
活
字
本
で
は
「
を
」
と

念
b
、
鎌
倉
市
立
図
書
館
本
・
蓮
空
本
・
九
条
家
旧
蔵
本
で
は

「
な
」
と
あ
る
が
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
従
っ
て
、
「
ほ
」
と

訂
正
。
内
閣
文
庫
本
は
「
い
み
じ
け
れ
ば
」
と
あ
る
。

O

殿
上
の
口
清
涼
殿
の
南
側
に
あ
る
。

0

4

仏
か
念
か
無
事
で
あ
る
の
を
知
っ
て
安
心
す
べ
き
筈
念
の
に
、

今
ま
で
余
り
に
心
配
が
強
か
っ
た
た
め
、
ほ
っ
と
し
た
と
た
ん

か
え
っ
て
ひ
ど
く
胸
が
し
め
つ
け
ら
れ
た
と
と
。

0

古
写
本
の
校
異

K
つ
い
て
か
か
げ
た
五
本
は
次
の
三
系
統

K

分
類
で
き
る
。

①
古
活
字
本
、
鎌
倉
市
図
書
館
蔵
本

②
内
閣
文
庫
蔵
本

③
蓮
空
本
、
九
条
家
旧
蔵
本

右
の
う
ち
、
流
布
本
と
い
わ
れ
る
古
活
字
本
・
鎌
倉
市
図
書
館

蔵
本
の
本
文
が
一
番
簡
潔
で
、
内
閣
文
庫
蔵
本
が
一
番
詳
細
で

あ
り
、
蓮
空
本
・
九
条
家
旧
蔵
本
は
古
活
字
本
に
近
い
が
、
と

と
ろ
ど
と
ろ
内
閣
文
庫
蔵
本
で
補
充
し
た
と
恩
わ
れ
る
部
分
が

あ
る
。
狭
衣
物
語
の
本
文
は
異
同
が
は
げ
し
く
、
何
れ
の
本
文

が
原
本
に
近
い
か
一
概

K
は
言
わ
れ
念
い
。
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l
l底
本
と
同
じ
と
い
う



鎌
l
鎌
倉
市
図
書
館
蔵
本
（
古
典
研
究
会
刊
上
四
六
頁
一

O
行
V

古
l
古
活
字
本
（
朝
日
新
聞
社
刊
日
本
古
典
全
書
本
上
二

O
六
頁

内
内
閣
文
庫
蔵
本
（
岩
波
書
店
刊
日
本
古
典
文
学
大
系
本
四
八
頁

蓮
l
蓮
空
本
（
古
典
文
庫
本
第
一
冊
三
三
頁
一
行
）

九
l

九
条
家
旧
蔵
本
（
未
刊
国
文
資
料
上
二
四
頁
八
行
）

行行

底
本

註

三｜
いそこ底
うのと本
こ文と
と 字 同
がじ
な と

と う

九 蓮内古鎌

11
×

×

’

え

×

ζ

大
×
×
殿
に
は
中
将
の
君
は
今
治
円
は
×
出
帯
、
給
ふ
ま
じ
き

K
ゃ
な
ど
尋
ね
さ
せ
×
給
ふ
程
に
蔵
人
所
の
方
代
人
々
こ
ゑ
×

×

×

×

！

×

×

×

×

×

I
l
l
1
1
1
1
1
×

1
1
1
1

×
×
×
×
×
 

お

ほ

い

×

l
l
l
l
×

×

1
1｜
き
こ
え
｜
｜
×

お

ほ

い

×

I
l
l
l
×

×

I
l
l
l
き
こ
え

l
l
1
×

× 

× 
× 

× 

× 
× 

× 

九蓮内古鎌

一73一

ゑ

×

×

｜

｜

与

×
た
か
く
も
の
×
い
ふ
を
何
事
な
ら
む
と
聞
か
せ
給
ふ
×
に
伊
藤
守
な
に
が
し
の
朝
臣
ま
い
り
て
う
ち
に
か
う
／
＼
の
事

×
×
×
×
l
l
l×
1

1
×
l

i

l

1

1

1

E

×

そ

れ

1

1
×

×

×

し

か

l
i
l－－

×
I
l
k
－
ー
を

i

l
×

ー

ー

ー

に

か

×

程

か

L
る
×
×
｜

×
l
i
k－
－
を

l
l
×

ー

ー

に

か

×

程

か

与

る

×

×

l
l

九蓮内古鎌

×
l
l
l
×
 

な
む
さ
ふ
ら
ふ
な
る
と
申
す
を
聞
き
×
給
ふ
×
御
心
ち
ど
も
い
か
ば
か
り
か
は
あ
り
け
む
さ
ら
に
う
つ
与
の
事
と
も
お
ぼ

×

×

か

せ

｜

ひ

て

か
せ
1
1
1
×

か
ぜ
i
l
l
×

ひひ
けけ

×
×
×
 

×
×
×
 



九蓮内古鎌

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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×
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×
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さ
れ
ね
ば
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

え
給
は
ず
き
れ
ば
こ
そ
あ
き
ま
し
く
わ
れ
い
か

K
せ
む
と
こ
と
こ
ろ
し
て
ふ
し
ま
ろ
び
給
ふ
を
見
た
て
ま
つ
る
人
々
の
心

｜
l
ぬ
に
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
vi

l
－－ぬ

K
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

九蓮内古鎌

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

l
×

x
 

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
ゐ
×
×
給
へ
り
つ
ら
む
あ
と
を

ち
思
ひ
や
る
べ
し
殿
は
さ
れ
ど
う
ち
に
ま
い
り
給
ひ
て
あ
り
つ
ら
む
あ
り
さ
ま
を
も
聞
き
｜
×
×

l
ひ
×
×
1
1
1
1
1
1

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
の
ぼ
り
｜
｜
る
×
×
×
1
1
1
1

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
の
ぼ
り
l
｜
る
×
×
×
｜
｜
｜

ー74ー

九蓮内古鎌

×
×
l
1
1
1
1の

だ
に
今
一
た
び
見
む
と
の
給
ふ
こ
と
よ
り
外
に
も
の
も
お
ぼ
え
給
は
ぬ
を
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

も

×

て

こ

そ

は

い

か

K
も
身
を
な
さ
め
と
き
か
し
く
思
し
て
×
×
×
×
×
御
さ
う
ぞ
く
な
ど
し
給
ふ
も
は
か

目
×
×
×
い
は
れ
｜
｜
｜
御
心
ち
な
が
ら
御
さ
う
ぞ
く
な
ど
か
た
の
や
う
に

×
い
は
れ
｜
｜
｜
御
心
ち
な
が
ら
御
さ
う
ぞ
く
な
ど
か
た
の
や
う
に

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
 

ー

l
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×
×

l
l
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× 
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×
×
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× 
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×
×
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×
×
×
×
見
給
ふ
に
母
宮
は
た
ど
御
ぞ
×
ひ
き
か
づ
き
て
ぞ

／
＼
し
う
も
立
た
れ
給
は
ず
倒
れ
ま
ろ
び
つ
L
出
で
立
ち
給
ふ
き
ま
い
と
い
み
じ

1
1
4
I
l
l
lを
×

し
給
ひ
て
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
出
で
×
×
給
ひ
ぬ
る
を

l
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て
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l
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｜
｜
×

し
給
ひ
て
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×
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×
出
で
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給
ひ
ぬ
る
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て
×

l
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i
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は
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×
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×
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