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「
立
て
置
く
寺じ

内な
い

の
事
」
と
い
う
標
題
は
あ
ま
り
例
の
な
い
も
の
だ

が
、
内
容
は
織
田
信
長
の
次
男
・
信の
ぶ

雄か
つ

の
尾
張
支
配
期
に
発
給
さ
れ
た

行
政
文
書
で
あ
る
。

　

差
出
は
西
美
濃
の
領
主
で
あ
っ
た
不
破
広ひ
ろ

綱つ
な

（
？
～
１
６
０
０
）。

広
綱
は
信
雄
の
重
臣
で
あ
り
、
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
（
天
正
12
年
）

で
秀
吉
が
水
攻
め
し
た
竹
鼻
城
主
と
し
て
名
を
知
ら
れ
る
。
宛
所
の
水

谷
甚
右
衛
門
は
、
不
破
広
綱
配
下
の
在
地
領
主
で
、
当
時
は
文
中
に
あ

る
祐ゆ
う

久く

村
を
拠
点
と
し
て
い
た
。

　

内
容
は
、「
寺
内
」
と
し
た
村
に
課
せ
ら
れ
た
年
貢
米
の
徴
収
方
法

に
つ
い
て
定
め
た
も
の
。
通
常
、
寺
内
と
は
一
般
に
は
寺
の
境
内
、
又

は
「
寺
内
町
」
と
称
さ
れ
、
お
も
に
浄
土
真
宗
の
寺
を
中
心
と
し
た
町

場
の
こ
と
を
指
す
。
寺
名
は
な
い
が
、「
寺
内
」
の
表
記
や
本
文
に
あ

る
祐
久
村
・
蓮
池
村
（
い
ず
れ
も
中
嶋
郡
、
現
一
宮
市
）
と
の
位
置
関

係
を
考
え
る
と
、冨と

み
た
し
ょ
う
と
く
じ

田
聖
徳
寺（
浄
土
真
宗
）の
可
能
性
が
あ
る
。「
な
わ
」

と
は
、
こ
こ
で
は
検
地
し
た
課
税
対
象
地
と
い
う
意
味
合
い
か
。
徴
収

し
た
年
貢
を
「
清
須
う
り
か
い
の
枡
」・「
清
須
枡
」
を
用
い
て
計
量
す

る
よ
う
指
定
し
て
い
る
。
水
害
や
日
照
り
の
際
は
、
信
雄
家
臣
の
森
久

三
郎
（
苅
安
賀
城
主
）
の
実
見
に
従
う
よ
う
命
じ
て
い
る
。

　

一
般
に
、
中
世
に
は
地
域
や
支
配
者
・
寺
社
な
ど
に
よ
り
容
量
が
異

な
る
様
々
な
枡
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
「
地
域
枡
」
と
呼
ん

で
い
る
。
織
豊
期
に
は
統
一
政
権
の
検
地
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
地
域
枡

が
淘
汰
さ
れ
、
秀
吉
に
よ
っ
て
「
京
枡
」
に
統
一
さ
れ
て
い
く
。
中
世

か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
、
三
河
で
は
今
川
氏
領
国
で
使
用
さ
れ
て
い

た
「
下し
も

方か
た

枡
」
が
、
家
康
支
配
期
で
も
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
尾
張
で
は
、
具
体
的
な
地
域
枡
の
使
用
例
が
判

明
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

今
回
の
「
清
須
枡
」
は
清
須
を
中
心
と
し
た
経
済
圏
で
通
用
し
た
枡

と
い
え
、
尾
張
固
有
の
地
域
枡
と
し
て
の
初
出
と
み
ら
れ
る
。
従
来
、

清
須
は
守
護
所
を
出
発
点
と
し
た
尾
張
地
域
の
政
治
的
中
心
で
あ
り
、

そ
れ
に
伴
っ
た
経
済
・
流
通
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
想
定
さ
れ

て
い
た
が
、
具
体
的
な
資
料
が
乏
し
く
、
そ
の
様
相
は
不
明
で
あ
っ
た
。

今
回
本
状
に
よ
り
、
尾
張
北
西
部
で
具
体
的
に
清
須
枡
に
よ
っ
て
年
貢

収
納
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
地
域
経
済

が
清
須
を
中
心
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
の
明
証
と
い
え
る
。
た
だ
し

本
状
の
対
象
地
域
が
清
須
と
近
接
し
た
地
域
の
た
め
、
清
須
枡
の
通
用

圏
が
ど
こ
ま
で
広
が
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
尾
張
国
内
で
の
事

例
が
出
て
く
る
の
を
待
っ
て
慎
重
に
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
清

須
枡
の
容
量
・
他
枡
と
の
換
算
比
率
も
、
俵
数
表
記
の
み
の
た
め
計
算

で
き
ず
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

立置寺内事（不破源六定）　縦 28.5cm 横 42.9cm　館蔵

　　(

翻
刻)

　
　
　
　
立
置
寺
内
之
事
、

　
一
祐
久
な
わ
の
内
之
分
米
三
百
三
拾
俵
定
納
也
、

　
　
清
須
う
り
か
ひ
の
舛
に
て
四
斗
俵
の
事
、

　
一
は
す
池
な
わ
の
内
之
分
米
百
弐
拾
俵
ハ
、
清

　
　
須
舛
に
て
四
斗
俵
定
納
ニ
相
定
候
、
畠
方
水

　
　
そ
ん
か
ん
そ
ん
之
時
ヨ
リ
、
森
久
三
知
行
け
ん

　
　
見
な
ミ
た
る
へ
し
、
此
内
、
夏
麦
五
拾

　
　
俵
納
所
あ
る
へ
く
候
、
然
ハ
秋
納
ハ
米
百
俵

　
　
た
る
へ
き
の
事
、

　
一
寺
へ
こ
な
の
田
地
上
中
下
ニ
分
て
壱
町
入
、

　
　
あ
れ
ふ
か
た
弐
町
、
合
三
町
寄
進
の
事
、

　
一
一
切
諸
役
あ
る
へ
か
ら
す
、
寺
内
ニ
奉
公
人

　
　
置
ま
し
き
の
事
、

　
一
大
水
損
・
大
日
そ
ん
之
時
ハ
、
見
入
ニ
可
申
付
之
事
、

　
　
　
天
正
拾
五
年
霜
月
廿
九
日
　
　
不
破
源
六(

広
綱)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

花
押)

　
　
　
　
　
　
水
谷
甚
右
衛
門
尉
殿

　（
大
意
）

　
　
　「
寺
内
」
の
設
定
に
つ
い
て
（
年
貢
徴
収
に
つ
い
て
）

　
一
祐
久
村
の
収
穫
の
う
ち
年
貢
三
百
三
十
俵
収
め
る
こ
と
。

　
　
清
須
売
買
い
の
桝
で
四
斗
俵
で
あ
る
。

　
一
蓮
池
村
の
収
穫
の
う
ち
年
貢
百
弐
十
俵
は
、
清
須
枡
で
計
っ
た

　
　
四
斗
俵
で
納
め
る
こ
と
。
畠
の
収
穫
は
、

　
　
水
害
や
日
照
り
の
時
に
よ
り
、
森
久
三
の
見
分
に
従
う
こ
と
。

　
　
こ
の
う
ち
夏
麦
は
五
十
俵
納
め
る
こ
と
。

　
　
こ
の
場
合
、
秋
は
米
百
俵
を
納
め
る
こ
と
。

　
一
寺
へ
は
小
規
模
な
田
地
で
上
中
下
に
等
級
分
け
し
た
壱
町
分
と
、

　
　
荒
れ
て
不
作
だ
っ
た
土
地
二
町
、
合
せ
て
三
町
分

　
　
寄
進
す
る
こ
と
。

　
一
寺
へ
の
こ
れ
以
外
の
課
役
は
免
除
で
あ
る
。
寺
内
に
は

　
　
奉
公
人
は
立
ち
入
り
禁
止
で
あ
る
。

　
一
大
水
害
・
大
旱
魃
の
時
は
、
収
穫
量
に
応
じ
て
課
税
す
る
こ
と
。

　
　
　
天
正
拾
五
年
霜
月
廿
九
日
　
不
破
源
六

　
　
　
　
　
　
水
谷
甚
右
衛
門
尉
殿

　

天
正
15
年
11
月
と
い
う
時
期
も
興
味
深
い
。
天
正
13
年
11
月
に
は
当

地
域
を
大
地
震
が
襲
い
（
天
正
の
大
地
震
）、
清
須
城
も
大
き
な
被
害　

を
受
け
た
。
ま
た
翌
天
正
14
年
に
は
木
曽
川
の
氾
濫
に
よ
る
洪
水
が
起

こ
っ
た
と
さ
れ
、
本
状
に
見
え
る
祐
久
村
・
蓮
池
村
を
は
じ
め
と
す
る

木
曽
川
沿
岸
地
域
は
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
さ

に
こ
の
翌
年
の
収
穫
が
本
状
で
の
徴
収
対
象
で
あ
ろ
う
。
文
中
に
「
水

損
」「
干
損
」
の
み
な
ら
ず
「
大
水
損
」「
大
日
損
」
と
い
っ
た
「
激
甚

災
害
」
時
の
対
応
に
つ
い
て
明
記
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
勢

が
背
景
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
意
外
だ
が
不
破
広
綱
の
発
給
文
書
は
、
当
状
を
除
く
と
こ

れ
ま
で
に
一
通
（
立

り
ゅ
う
し
ょ
う
じ

政
寺
文
書
）
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
信
雄
に

よ
る
尾
張
支
配
の
様
相
を
読
み
解
く
う
え
で
、
広
綱
を
は
じ
め
と
す
る

信
雄
の
股
肱
の
家
臣
に
よ
る
発
給
文
書
の
情
報
は
貴
重
で
あ
る
。
今
後

も
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
。

　
謝
辞　

不
破
広
綱
・
水
谷
甚
右
衛
門
に
つ
い
て
は
後
藤
昌
美
氏
（
岐
阜
県

　
羽
島
市
）
よ
り
有
益
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

関連地図

雄
大
に
飛
翔
す
る
25
羽
の
鴉か
ら
す

を
、

襖
八
面
に
わ
た
っ
て
墨
で
描
き
、
金
砂

子
を
散
ら
し
て
霞
を
表
す
。（
図
版
１
）

画
面
右
端
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る

（
図
版
２
）。

「
戊
寅
冬
日
寫
於　

抱
海
楼
中
」「
石

蘭
」
朱
文
方
印
「
庸
」

令
和
４
年
（
２
０
２
２
）
２
月
に

寄
贈
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
作
品

と
空
間
の
密
接
な
関
係
を
思
い
知
ら
さ

れ
る
資
料
で
あ
っ
た
。

石
蘭
は
、
ま
ず
薄
墨
で
鴉
の
体
躯
を
下
塗
り
し
た
上
に
、
墨
を
塗

り
重
ね
る
こ
と
で
翼
や
尾
羽
根
を
表
現
す
る
。
近
景
の
個
体
に
は
濃
墨

を
、
遠
景
の
個
体
に
は
薄
墨
を
施
す
と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に

濃
淡
を
つ
け
て
画
面
に
変
化
を
与
え
る
と
と
も
に
、
群
れ
の
な
か
で
の

空
間
の
広
が
り
を
表
す
。

全
体
に
か
な
り
傷
ん
で
お
り
後
世
の
補
修
跡
も
痛
ま
し
い
が
、
石

蘭
に
よ
る
大
画
面
の
作
例
、
そ
れ
も
年
記
作
と
し
て
評
価
が
で
き
る
。

な
お
、
う
ち
四
面
の
裏
に
は
江
戸
の
画
家
、
岡お
か

田だ

閑か
ん

林り
ん

（
１
７
５
５
～

１
８
４
９
）
に
よ
る
鵞が
ち
ょ
う
ず

鳥
図
が
押
絵
風
に
貼
ら
れ
て
い
る
が
、
本
来
は

別
物
で
あ
り
後
に
貼
り
合
わ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
図
版
５
）。

な
ぜ
鴉
な
の
か

飛
翔
す
る
鴉
と
い
う
の
は
、
特
段
珍
し
い
画
題
で
は
な
い
。
が
、

抱
海
楼
に
あ
っ
た
と
な
る
と
俄
然
意
味
を
持
っ
て
く
る
。

か
つ
て
抱
海
楼
の
す
ぐ
東
側
―
現
在
の
熱
田
区
内
田
町
辺
り
―
に
、

海
に
せ
り
出
す
形
で
東
ひ
が
し
は
ま浜

御ご
て
ん殿

が
威
容
を
そ
び
や
か
し
て
い
た
。
元
和

４
年
（
１
６
１
８
）
頃
、
尾
張
藩
に
よ
る
接
待
所
と
し
て
建
造
さ
れ
、

御
茶
屋
御
殿
と
も
称
さ
れ
た
館
で
あ
る
（
注
１
）。

さ
て
、
東と
う

花が
の

元も
と

成な
り

『
名
護
屋
見
物 

四
編
の
綴
足
』
前
編
上
（
文
化

12
年
〔
１
８
１
５
〕
刊
行
）
に
は
「
御
茶
屋
烏 

表
を
通
る 

は
や
帰
り

の
客
」
と
の
一
節
が
載
る
。
神
戸
町
や
伝
馬
町
が
遊
興
地
で
あ
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
「
明あ
け

烏が
ら
す」
の
語
が
あ
る
よ
う
に
、
鴉
の
鳴
き
声
が
夜
明
け

を
告
げ
恋
人
た
ち
を
引
き
離
す
象
徴
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置

ど
こ
に
あ
っ
た
の
か

「
抱ほ
う

海か
い

楼ろ
う

」
と
は
、
宮
の
渡
し
に
面
し
た
熱
田
神ご
う

戸ど

町ち
ょ
うの
旅
籠
屋
、

伊
勢
久
（
以
下
、抱
海
楼
）
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
４
年
（
１
８
７
１
）

刊
行
『
新
聞
附
録 

名
越
各
業
独
案
内
』
に
は
「
同
所
（
熱
田
神
戸

町
）　

諸
国
御
定
宿　

伊
勢
屋
久
右
ヱ
門
」「
同
所
（
熱
田
神
戸
町
） 

抱

海
樓　

伊
勢
屋
久
右
ヱ
門
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
建
物
自
体
は
昭
和
59

年
（
１
９
８
４
）
に
名
古
屋
市
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
丹
羽
家
住

宅
と
し
て
現
地
に
残
る
。
本
作
は
同
宅
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

だ
れ
が
い
つ
描
い
た
の
か

先
述
し
た
落
款
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
名
古
屋
で
活
動
し

た
画
家
、
奥お
く

村む
ら

石せ
き

蘭ら
ん

の
も
の
。
石
蘭
は
天
保
５
年
（
１
８
３
４
）
４
月

25
日
、
名
古
屋
に
生
ま
れ
た
。
名
は
庸
、
字
は
可
均
、
通
称
は
源
吾
、

大
助
。
号
と
し
て
他
に
知
芳
園
、
楓
斎
、
庸
堂
主
人
が
あ
る
。
名
古
屋

の
野の

村む
ら

玉ぎ
ょ
っ

渓け
い

、
京
の
横よ
こ

山や
ま

清せ
い

暉き

に
学
ん
だ
四
条
派
の
画
家
で
、
明
治

28
年
（
１
８
９
５
）
２
月
７
日
に
没
し
て
い
る
。
つ
ま
り
本
作
は
、「
戊

寅
冬
日
」
す
な
わ
ち
明
治
11
年
（
１
８
７
８
）
の
冬
に
、
奥
村
石
蘭
が

抱
海
楼
の
た
め
に
描
い
た
襖
絵
で
あ
る
。

図版 1　奥村石蘭　群鴉図襖　館蔵

図版 2　落款

竹鼻城
祐久村
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秋
草
鶉
図
屏
風藤

田 

紗
樹

く
と
、
表
通
り
を
行
き
交
う
朝
帰
り
の
遊
客
の
話
し
声
と
鴉

の
鳴
き
声
を
重
ね
つ
つ
、
そ
の
ざ
わ
め
き
を
夢
う
つ
つ
の
な

か
耳
に
す
る
情
景
が
浮
か
ん
で
く
る
。

と
こ
ろ
で
鴉
は
秋
か
ら
冬
の
夕
暮
れ
に
、
群
れ
と
な
っ

て
ね
ぐ
ら
に
帰
る
習
性
が
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
東
浜
御

殿
の
敷
地
内
に
は
鴉
の
ね
ぐ
ら
が
あ
っ
た
と
い
う
。

嘉
永
３
年
（
１
８
５
０
）
刊
の
小お
だ
ぎ
り
し
ゅ
ん
こ
う

田
切
春
江
『
名
区
小
景
』

三
編
上
で
は
、「
御
茶
屋
群
鴉　

俗
に
御
浜
御
殿
と
も
い
ふ
」

と
題
し
、
東
浜
御
殿
周
辺
と
鴉
を
詠
み
込
ん
だ
詩
歌
を
掲
載

し
、
城
郭
の
よ
う
な
石
垣
を
擁
す
る
御
殿
と
船
の
上
空
を
、

無
数
の
鴉
が
飛
び
交
う
挿
絵
を
加
え
る
（
図
版
４
）。
さ
ら

に
同
書
改
刻
版
で
は
「
宮
宿
の
海
浜
に
あ
り
。
此
所
の
松
林

に
群
鴉
（
か
ら
す
）、
ね
ぐ
ら
を
あ
ら
そ
ひ
、
明
を
告
（
つ

ぐ
）
る
声
か
ま
び
す
し
く
、
旅
人
の
夢
も
や
ぶ
り
つ
べ
し
。」

と
の
解
説
が
入
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
文
学
の
世
界
で
も
現
実
と
し
て
も
東
浜

御
殿
界
隈
に
鴉
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
る
。
明
治
11
年
と
も
な
る
と
、
す
で
に
御
殿
自
体
は

解
体
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
が
（
注
２
）、
石
蘭
は
こ

の
土
地
の
文
脈
を
踏
ま
え
て
画
題
を
選
択
し
て
い
る
の
だ
。

そ
の
上
で
襖
全
体
の
画
面
構
成
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

本
作
は
す
で
に
建
物
か
ら
外
さ
れ
て
久
し
く
、
ど
の
座

敷
に
あ
っ
た
の
は
判
然
と
し
な
い
が
、
八
面
で
あ
る
こ
と
を

考
え
合
わ
せ
る
と
、
抱
海
楼
の
海
岸
側
を
望
む
部
屋
の
う
ち

上
段
の
間
に
嵌
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
よ
う

に
室
内
に
配
置
し
た
と
き
、
横
並
び
で
八
面
に
対
し
た
と
き

よ
り
も
格
段
に
画
家
の
意
図
が
理
解
さ
れ
る
（
図
版
３
）。

右
端
の
中
央
辺
り
か
ら
飛
び
出
し
た
鴉
の
群
れ
は
、
上
下
に

分
か
れ
つ
つ
、
室
の
一
隅
で
上
昇
し
、
そ
し
て
緩
や

か
に
左
端
中
央
に
向
か
っ
て
下
降
す
る
。
床
の
間
を

背
に
し
て
座
す
と
、
ま
る
で
鴉
の
一
群
が
室
内
を
廻

り
、そ
の
ま
ま
窓
の
外
へ
と
向
か
っ
て
い
く
よ
う
だ
。

そ
し
て
そ
の
先
に
は
、
か
つ
て
東
浜
御
殿
が
あ
っ
た

光
景
が
広
が
っ
て
い
る
。

室
内
の
設
え
で
あ
る
襖
絵
は
、
基
本
的
に
そ
の

場
で
鑑
賞
す
る
こ
と
を
画
家
は
想
定
し
て
い
る
が
、

と
り
わ
け
本
作
に
お
い
て
は
画
題
選
択
と
画
面
構
成

の
両
面
か
ら
み
て
、
場
所
の
固
有
性
が
濃
厚
だ
と
い

う
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
か
ら

丹
羽
家
住
宅
に
は
民
間
活
用
の
道
が
開
い
て
い

る
と
聞
く
。当
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
襖
絵
自
体
は（
こ

れ
以
上
劣
化
が
進
ま
な
い
よ
う
修
復
を
施
す
必
要
が

あ
る
に
せ
よ
）、
今
後
、
公
開
す
る
機
会
が
あ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
や
は
り
本
作
の
性
格
を
考
え
る
と
、

で
き
れ
ば
石
蘭
が
意
図
し
た
「
鴉
の
間
」
の
再
現
空

間
を
見
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

注
１　

東
浜
御
殿
の
ゆ
く
た
て
に
つ
い
て
は
、
原
史
彦
「
熱
田
東
浜

御
殿
・
西
浜
御
殿
の
成
立
と
終
焉
及
び
構
造
の
分
析
」『
徳
川
林
政

史
研
究
所
研
究
紀
要
』
55
号
（『
金
鯱
叢
書
』
47
輯
所
収
）
に
詳
し
い
。

注
２　

明
治
６
年
（
１
８
７
３
）、
東
浜
御
殿
敷
地
は
内
田
某
に
払

い
下
げ
ら
れ
、
ま
も
な
く
開
発
さ
れ
て
内
田
町
と
な
っ
て
い
る
。

図版 3　現丹羽家住宅にて

図版 4　『名区小景』三編上より　館蔵 図版 5　岡田閑林　鵞鳥図　館蔵

　

薄す
す
き
の野

に
遊
ぶ
鶉う
ず
らを

描
い
た
「
秋
草
鶉
図
屏
風
」（
図
版
１
・

２
）
は
、
伊
達
家
の
旧
蔵
品
で
昭
和
56
年
（
１
９
８
１
）
に

名
古
屋
市
博
物
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
。
た
び
た
び
展
覧
会
に

も
出
品
さ
れ
、
美
術
全
集
な
ど
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た

屏
風
の
名
品
で
あ
る
。
惜
し
む
ら
く
は
伝
来
の
過
程
で
各
隻

の
第
六
扇
が
入
れ
替
わ
っ
て
お
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
穂
の
つ

い
た
薄
が
あ
る
の
は
左
隻
の
み
で
、
右
隻
は
夏
、
左
隻
は
秋

と
季
節
を
描
き
分
け
て
い
た
よ
う
だ
。

　
「
秋
草
鶉
図
屏
風
」
の
画
題
や
美
術
史
上
の
位
置
づ
け
に

つ
い
て
は
、
参
考
文
献
に
挙
げ
た
竹
内
美
砂
子
氏
の
論
考
で

詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
一
読

い
た
だ
き
た
い
。
今
回
本
作
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
絵
師
に

つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

本
作
に
は
落ら
っ

款か
ん

や
印い
ん

章し
ょ
う
は
な
く
、
作
者
は
不
明
で
あ
る

が
、
鶉
図
を
得
意
と
し
た
近
世
や
ま
と
絵
の
名
手
・
土と

佐さ

光み
つ

起お
き

（
１
６
１
７
～
９
１
）
や
そ
の
周
辺
の
土
佐
派
の
絵
師
の

作
と
お
お
む
ね
考
え
ら
れ
て
き
た
。
近
年
は
光
起
の
代
表
作

と
し
て
本
作
を
紹
介
す
る
著
書
や
図
録
も
あ
る
。
し
か
し
、

本
作
と
光
起
の
鶉
の
描
写
に
は
異
な
る
点
が
あ
る
。

　

光
起
の
鶉
は
、
中
国
宋
代
の
院い
ん

体た
い

画が

（
宮
廷
画
家
に
よ
る

絵
画
）
に
倣な
ら

っ
た
も
の
で
、
院
体
画
の
鶉
図
の
代
表
作
と
し

て
は
、
根
津
美
術
館
所
蔵
の
伝
李り

安あ
ん

忠ち
ゅ
う「

鶉
図
」
が
あ
る
。

伝
李
安
忠
「
鶉
図
」
と
光
起
筆
「
鶉
図
」（
ア
ム
ス
テ
ル
ダ

ム
美
術
館
蔵
）（
図
版
３
）
を
比
較
す
る
と
、
精
緻
な
羽
描

き
や
、
脚
を
淡
い
橙
の
絵
具
で
着
色
し
た
上
に
胡
粉
で
凹
凸

を
表
す
点
な
ど
が
共
通
し
、
光
起
は
よ
く
院
体
画
の
鶉
図
を

学
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。一
方
本
作
の
鶉
は（
図
版
４
）、

羽
の
一
枚
一
枚
の
輪
郭
を
墨
線
で
ふ
ち
ど
り
、
脚
は
実
際
の

鶉
の
姿
に
近
い
橙
色
で
着
色
し
、凹
凸
は
墨
線
で
表
現
す
る
。

こ
れ
は
光
起
や
伝
李
安
忠
「
鶉
図
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。

　

ま
た
、「
秋
草
鶉
図
屏
風
」
で
は
雛ひ
な

鳥ど
り

の
羽
は
親
と
同
じ

茶
色
で
描
か
れ
る
が
、光
起
の
鶉
の
雛
を
描
い
た
作
品
で
は
、

雛
の
羽
は
柔
ら
か
な
黄
味
を
帯
び
た
色
で
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
表
現
は
光
起
の
長
男
光み
つ

成な
り

に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
土
佐
派
の
正
系
や
近
い
距
離
に
よ
る
絵
師
に
よ
っ
て

本
作
の
鶉
が
描
か
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
光
起
と
同
時
代

に
活
躍
し
た
狩
野
探
幽
（
１
６
０
２
～
７
４
）
や
清
原
雪
信

（
？
～
１
６
８
２
）
に
も
鶉
図
の
作
例
が
あ
り
、
こ
の
時
期

に
は
土
佐
派
に
限
ら
ず
と
も
鶉
が
あ
る
程
度
画
題
と
し
て
定

着
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
に
よ
り
も
、
本
作
の
画
面
の
印
象
を
決
定
づ
け
る
薄
の

鬱う
っ

蒼そ
う

と
し
た
描
写
は
、
現
存
の
光
起
の
作
品
に
本
作
と
通
ず

る
表
現
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

本
作
が
光
起
の
筆
と
は
認
め
難
い
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て

お
き
た
い
。

　

一
旦
光
起
か
ら
離
れ
て
、
薄
と
い
う
画
題
に
注
目
す
る

と
、
薄
を
画
面
の
主
題
と
し
て
描
く
作
品
と
し
て
は
、
長は

谷せ

川が
わ

等と
う
は
く伯
（
１
５
３
９
～
１
６
１
０
）
に
よ
る
慶
長
７
年

（
１
６
０
２
）
成
立
の
「
萩は
ぎ
す
す
き
ず

芒
図
屏び
ょ
う
ぶ風
」（
相
国
寺
蔵
）
や
、

長
谷
川
派
に
よ
る
「
秋
草
図
屏
風
」（
メ
ト
ロ
ポ
リ

タ
ン
美
術
館
蔵
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
高

い
密
度
で
薄
を
描
く
作
品
と
し
て
は
、
武む

さ
し蔵

野の

の
原

野
を
描
い
た
「
武
蔵
野
図
屏
風
」
の
一
群
が
あ
る
。

　

こ
れ
だ
け
の
大
作
で
あ
る
の
で
、
桃
山
か
ら
近
世

初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
長
谷
川
派
な
ど
、
名
の
あ

る
絵
師
の
作
に
帰
し
た
く
な
る
が
、
長
谷
川
派
が
描

く
抒
情
性
に
満
ち
た
草
花
の
描
写
は
、
本
作
に
対
峙

し
た
時
に
第
一
に
受
け
る
で
あ
ろ
う
迫
り
来
る
よ
う

な
薄
の
力
強
さ
と
は
距
離
が
あ
る
。
こ
う
し
た
画
面

の
大
部
分
を
覆
う
草
花
表
現
は
、
絵
師
の
問
題
と
い

う
よ
り
も
同
時
代
的
な
流
行
と
捉
え
て
お
き
た
い
。

む
し
ろ
「
秋
草
鶉
図
屏
風
」
の
薄
の
描
写
は
、「
武

蔵
野
図
屏
風
」
の
中
の
一
部
の
作
品
に
近
似
す
る
も

の
が
認
め
ら
れ
る
。
す
で
に
仲
町
啓
子
氏
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
画
面
下
端
か
ら
丈
高
の
草
を

の
ぞ
か
せ
、
叢
を
前
後
に
ず
ら
し
て
奥
行
き
を
出
す

構
図
は
「
武
蔵
野
図
屏
風
」
の
一
部
の
作
品
に
見
受

け
ら
れ
る
。「
武
蔵
野
図
屏
風
」
は
20
点
近
く
の
作

例
が
残
り
な
が
ら
、
長
谷
川
派
と
さ
れ
る
作
品
が
一

点
あ
る
の
み
で
そ
の
ほ
か
の
作
品
の
筆
者
は
不
明
で

あ
り
、
画
面
に
描
か
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
の
選
択
や
完

成
度
に
も
差
が
あ
る
が
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館

所
蔵
の
「
武
蔵
野
図
屏
風
」（
図
版
５
）
な
ど
の
、

や
や
平
板
な
印
象
を
受
け
る
作
品
の
薄
の
描
写
は

「
秋
草
鶉
図
屏
風
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

さ
ら
に
は
、「
武
蔵
野
図
屏
風
」
が
「
武
蔵
野
は

月
の
入
る
べ
き
山
も
な
し
草
よ
り
出
で
て
草
に
こ
そ

入
れ
」
の
俗
謡
的
和
歌
に
代
表
さ
れ
る
、
歌
枕
と
し

て
の
「
武
蔵
野
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
て
い
る
よ

う
に
、「
秋
草
鶉
図
屏
風
」
に
も
和
歌
の
伝
統
的
な

イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鶉

は
草
深
い
荒
れ
た
里
の
情
景
と
組
み
合
わ
さ
れ
、
和

歌
で
く
り
返
し
詠
ま
れ
て
き
た
。

「
武
蔵
野
図
屏
風
」
自
体
が
未
だ
そ
の
作
者
や
享

受
層
に
つ
い
て
不
明
な
部
分
が
多
い
作
品
で
あ
り
、

両
作
品
を
安
直
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
避
け
た
い

が
、
あ
く
ま
で
「
秋
草
鶉
図
屏
風
」
を
考
え
る
一
つ

の
材
料
と
し
て
両
作
品
の
近
似
性
を
主
張
し
て
お
き

た
い
。

　

こ
こ
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
秋
草
鶉
図

屏
風
」
の
造
形
表
現
は
雑
食
的
で
あ
り
、
な
か
な
か

そ
の
制
作
背
景
に
迫
り
得
な
い
が
、
本
作
が
今
後
も

人
び
と
を
魅
了
し
、
議
論
が
続
け
ら
れ
る
名
品
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

図版１　秋草鶉図屏風　右隻　館蔵図版２　秋草鶉図屏風　左隻　館蔵

図版３　土佐光起　鶉図　部分　アムステルダム美術館蔵図版４　秋草鶉図屏風　部分図版５　武蔵野図屏風　メトロポリタン美術館蔵
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