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ま
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こ
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明

ぶ
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め
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六
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四
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五
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三
日
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【
釈
文
】 

一
、 

小
同

前

田
図
書
助
知
憲 

 

丨
丨
五 

（

文

明

十

六

年

）

十
三 

 
 
 
 
 
 
 

 

高
修 

知
行
分
越
中
国
婦
負
郡
内
下
条
地
頭
職
半
分
事
、
就
替
銭
之
儀
、
商
人
坂
本
背
戸
在
家
越
中

屋
次
郎
男
仁
、
あ
つ
け
置
候
処
、
不
遂
算
用
之
間
、
雖
催
促
之
、
令
無
沙
汰
、
剰
不
令
知
領

主
、
代
官
職
事
契
約
守
護
方
輩
云
々
、
被
召
上
彼
男
、
可
預
御
糺
明
之
由
申
之
、 

 

【
読
み
下
し
】 

一
つ
、
同
前
（
諏
訪
信
濃
守
） 

 
 
 

小
田

お

だ

図
書

ず
し
ょ
の

助
知

す
け
と
も

憲の
り

、
（
文
明
十
六
年
）
五
月
十
三
日
、 

 
 

高
修 

 
 

知
行

ち
ぎ
ょ
う

分
越
中
国
婦
負
郡
の
う
ち
下
条
地
頭

じ

と

う

職し
き

半
分
の
事
、
替
え
銭
の
儀
に
つ
き
、
商
人

坂
本
背
戸

せ

ど

在
家
越
中
屋
次
郎
男な

ん

に
預
け
置
き
候
と
こ
ろ
、
算
用
を
遂
げ
ざ
る
の
間
、
こ

れ
を
催
促
す
と
い
え
ど
も
無
沙
汰
せ
し
め
、
あ
ま
つ
さ
え
領
主
に
知
ら
し
め
ず
、
代
官

職
の
事
、
守
護

し

ゅ

ご

方が
た

の
輩
と
契
約
す
と
云
々
、
か
の
男
を
召
し
上
げ
ら
れ
、
御
糺
明
に
預

か
る
べ
き
の
由よ

し

こ
れ
を
申
す
、 

 

【
現
代
語
訳
】 

小
田

お

だ

図
書

ず
し
ょ
の

助
知

す
け
と
も

憲の
り

が
越
中
国
婦
負
郡
下
条
（
現 

富
山
市
婦
中
町
下
条
）
の
百
姓
か
ら

地
頭
（
土
地
の
管
理
者
）
と
し
て
毎
年
徴
収
で
き
る
税
額
の
半
分
に
つ
い
て
。 

（
小
田
の
も
と
に
年
貢
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
為
替
手
形
を
）
お
金
に
交
換
し
て
も
ら

う
こ
と
を
（
現 

滋
賀
県
大
津
市
の
）
坂
本
の
背
戸
に
住
ん
で
い
る
商
人
越
中
屋
次
郎
と

い
う
男
に
任
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
越
中
屋
は
手
形
を
受
け
取
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
向
に
換
金
に
応
じ
な
か
っ
た
の
で
、
何
度
も
催
促
し
た
が
全
く
聞
く
耳
を
持
た
な
か
っ

た
。
ま
し
て
や
さ
ら
に
、
領
主
で
あ
る
小
田
に
黙
っ
て
、
代
官
と
し
て
毎
年
税
を
徴
収
で

き
る
権
利
を
、
（
地
元
越
中
国
の
）
守
護
関
係
者
に
勝
手
に
与
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
で

は
な
い
か
。
と
も
か
く
も
、
そ
の
越
中
屋
次
郎
と
い
う
男
を
（
幕
府
政
所
の
法
廷
に
）
呼

び
つ
け
て
、
厳
し
く
尋
問
す
る
べ
き
で
あ
る
。 

史
料
一 



【
解
説
】 

こ
の
『
政
所
賦
銘
引
付
』
は
、
室
町
幕
府
の
政
所
（
現
在
で
い
う
役
所
）
へ
訴
え
ら
れ
て

き
た
文
書
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
、
応
仁
・
文
明
の
乱
が
終
わ

っ
て
ま
も
な
く
、
現
在
の
富
山
市
婦
中
町
下
条
を
め
ぐ
っ
て
裁
判
が
起
き
た
。
こ
こ
で
訴
え

て
い
る
の
は
小
田
知
憲
と
い
う
京
都
に
住
む
武
士
で
、
室
町
幕
府
の
奉
公

ほ
う
こ
う

衆
し
ゅ
う

（
将
軍
の
親
衛

し
ん
え
い

隊
）
で
あ
り
、
幕
府
を
頼
っ
て
裁
判
を
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
高
修
」
な
る
人
物
が
取
り

次
い
で
、
幕
府
役
人
で
あ
る
諏
訪
信
濃
守
が
こ
の
裁
判
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

小
田
に
訴
え
ら
れ
た
の
は
越
中
屋
次
郎
と
い
う
京
都
か
ら
ほ
ど
ち
か
い
坂
本
の
商
人
で
あ

る
。
本
店
は
坂
本
に
構
え
て
い
る
が
、
支
店
を
越
中
国
に
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
越
中
屋
」

と
い
う
屋
号
を
名
乗
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
訴
え
に
よ
る
と
、
越
中
屋
は
小
田
の
領
地
で
あ

る
下
条
の
年
貢
の
換
金
に
応
じ
な
い
ば
か
り
か
、
下
条
か
ら
年
貢
を
取
る
権
利
を
小
田
の
了

解
も
な
く
勝
手
に
他
人
へ
売
り
渡
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

お
そ
ら
く
、
京
都
で
の
生
活
費
に
困
っ
た
小
田
は
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
土
地
の
権
利
を

担
保
に
し
て
、
越
中
屋
か
ら
た
く
さ
ん
の
借
金
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
小
田

は
返
金
で
き
ず
に
、
担
保
と
し
て
い
た
下
条
の
権
利
が
質
流
れ
し
て
し
ま
っ
て
、
今
回
の
よ

う
な
問
題
が
起
き
た
と
想
像
さ
れ
る
。 

残
念
な
が
ら
、
こ
の
裁
判
の
行
方
は
分
か
ら
な
い
が
、
次
の
史
料
（
『
佐
々
与
左
衛
門
尉
知

行
目
録
』
）
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
段
階
に
は
、
下
条
は
佐
々
与
左
衛
門
尉

の
支
配
と
な
っ
て
い
る
。
発
掘
さ
れ
た
居
館
の
堀
が
十
六
世
紀
頃
ま
で
に
埋
没
し
て
い
る
、

つ
ま
り
廃
絶
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
小
田
の
下
条
支
配
は
、
こ
の
史
料
の
あ

と
程
な
く
終
わ
り
、
別
に
拠
点
を
持
つ
新
た
な
支
配
者
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。 

 

［
主
要
参
考
文
献
］ 

桑
山
浩
然
校
訂
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
（
近
藤
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
） 

 

※ 

以
上
の
釈
文
・
読
み
下
し
・
現
代
語
訳
・
解
説
は
、
富
山
市
郷
土
博
物
館 

萩
原
大
輔 

学
芸
員
に
よ
り
ま
す
。 


