
陽
明
文
庫
本
「
大
手
鑑
」
’
に
押
さ
れ
た
連
歌
資
料
二
点
に
つ
い
て

山
石

下

紀

之

　
古
筆
研
究
者
に
と
っ
て
、
数
多
の
切
を
お
さ
め
た
手
鑑
が
貴
重
な
資

料
で
あ
る
の
は
自
明
の
ζ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
国
文
学
の
徒
に
と
っ

て
、
平
安
鎌
倉
の
書
跡
は
、
た
と
え
断
簡
と
い
え
本
文
校
勘
の
た
め
ゆ

る
が
せ
に
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
我
々
連
歌
研
究
者
に
と
っ
て
も
手
鑑

に
押
さ
れ
た
切
が
貴
重
な
研
究
材
料
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

　
さ
て
、
今
刊
行
中
の
、
古
筆
手
鑑
大
成
第
一
巻
で
、
徳
川
美
術
館
蔵

の
手
鑑
「
鳳
鳳
台
」
°
に
つ
い
て
、
徳
川
義
宣
氏
は
こ
の
よ
う
に
解
説
し

て
お
ら
れ
る
。
　
「
ど
に
か
く
江
戸
期
に
編
輯
さ
れ
た
手
鑑
は
、
室
町
後

期
か
ら
桃
山
・
江
戸
初
期
の
作
を
多
く
含
み
、
内
容
も
連
歌
．
俳
譜
．

和
歌
短
冊
等
が
少
な
く
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
手
鑑
は
そ
れ
ら
を

一
点
も
含
ま
ず
、
．
そ
の
編
纂
の
志
の
高
か
っ
た
こ
と
、
内
容
を
限
定
し

高
度
の
質
を
保
た
う
と
し
た
意
図
が
十
分
に
窺
は
れ
る
。
」
連
歌
研
究

者
か
ら
み
る
と
、
連
歌
の
書
跡
を
含
む
手
鑑
は
、
あ
た
か
も
編
纂
の
志

が
低
く
、
高
度
の
質
を
保
た
な
い
よ
う
に
聞
え
て
聞
き
捨
に
で
き
な

い
。
な
る
ほ
ど
骨
董
品
と
し
て
の
価
値
は
、
室
町
時
代
の
筆
跡
に
さ
ほ

ど
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
平
安
朝
の
仮
名
文
字
の
美
は
ま
ぎ
れ

も
な
く
、
俊
成
・
定
家
の
筆
跡
は
一
行
と
い
え
ど
も
は
か
り
知
れ
な
い

重
要
性
が
あ
る
。
時
代
の
降
っ
た
連
歌
の
切
で
は
∨
到
底
そ
の
光
を
比

べ
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
し
か
レ
連
歌
ど
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
、
日
本
文

学
に
お
い
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
一
翼
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
論
を
侯
た

な
い
。
こ
の
陽
明
文
庫
本
を
作
っ
た
予
楽
院
の
よ
う
な
人
が
、
「
大
手

鑑
」
に
連
歌
師
の
筆
跡
を
数
点
お
さ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
骨
董
的
価
値
が
さ
ほ
ど
な
い
と
い
う
の
は
、
逆
に
極
め
ら
れ

た
人
物
は
単
な
る
当
推
量
で
な
い
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
も
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
宗
長
筆
な
ど
と
い
う
偽
物
を
作
っ
た
と
こ
ろ
で
し

か
た
が
な
い
の
だ
か
ら
。
特
に
陽
明
家
‖
近
衛
家
に
し
て
み
れ
ば
、
応

仁
の
乱
以
後
の
連
歌
師
な
ど
は
、
ほ
ん
の
昨
日
の
人
物
で
あ
っ
て
、
わ

ざ
わ
ざ
購
い
求
め
る
ま
で
も
な
く
、
自
家
に
手
持
の
書
跡
の
あ
っ
た
可

能
性
が
強
い
の
で
あ
る
。
現
に
こ
の
「
大
手
鑑
」
た
肖
柏
・
宗
祇
の
書

状
が
含
ま
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
近
衛
家
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

・
以
下
に
誌
面
を
借
り
て
、
．
連
歌
資
料
二
点
を
取
り
上
げ
論
じ
て
み
た

い
。
な
お
「
大
手
鑑
」
は
淡
交
社
版
の
豪
華
本
が
あ
っ
て
、
全
部
の
カ

ラ
ー
版
写
真
と
、
．
別
冊
と
し
て
翻
字
と
詳
し
い
解
説
が
添
え
ら
れ
て
い
　
9
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

る
。
他
に
陽
明
叢
書
1
5
と
し
て
も
刊
行
さ
れ
、
こ
れ
に
も
解
説
が
さ
れ



て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
論
ず
る
の
は
少
し
ば
か
り
め
補
足
に
と

ど
ま
る
の
で
あ
る
。

　
二
九
一
番
素
眼
法
師

　
「
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
貞
直

　
　
老
ぬ
れ
は
花
さ
か
ぬ
木
に
身
を
な
し
て

　
　
　
　
　
春
の
草
年
く
庭
の
あ
れ
し
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
　
　
為
清

　
　
我
さ
へ
と
も
に
故
郷
の
花

　
　
　
　
　
明
は
や
す
き
か
ね
の
声
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
時
綱

　
　
春
の
夜
も
ね
さ
め
は
老
の
な
ら
ひ
に
て
」

　
右
は
「
菟
玖
波
集
」
巻
十
二
・
雑
連
歌
一
の
一
部
で
、
金
子
金
治
郎

博
士
「
菟
玖
波
集
の
研
究
」
に
収
め
ら
れ
た
広
島
大
学
本
番
号
で
は
、

一
〇
五
〇
付
句
か
ら
一
〇
五
二
ま
で
に
あ
た
る
。

　
「
菟
玖
波
集
」
は
准
勅
撰
集
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
室
町
時
代

書
写
の
写
本
の
完
本
が
伝
わ
ら
な
い
。
伝
素
眼
筆
の
零
本
と
し
て
、
横

山
重
氏
蔵
の
巻
十
四
、
書
陵
部
蔵
の
巻
二
十
が
あ
り
、
こ
れ
は
南
北
朝

の
写
本
と
見
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
別
に
室
町
期
の
書
写

と
さ
れ
る
本
と
し
て
、
書
陵
部
蔵
の
巻
十
七
、
巻
十
九
の
い
ず
れ
も
断

巻
が
あ
る
。
こ
れ
も
素
眼
法
師
と
い
う
極
め
が
あ
り
、
極
書
に
は
木
村

見
室
の
印
章
が
押
捺
さ
れ
て
い
る
。
古
筆
見
の
人
々
は
、
室
町
以
前
の

「
菟
玖
波
集
」
は
、
素
眼
と
鑑
定
す
る
こ
と
に
決
め
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
こ
で
伝
素
眼
筆
の
「
菟
玖
波
集
」
は
、
少
な
く
と
も
二
種
類
存

在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
・
前
者
南
北
朝
写
本
は
当
然
な
が
ら
把

本
文
と
し
て
き
わ
め
て
優
れ
て
お
り
、
他
の
「
菟
玖
波
集
」
写
本
の
本

文
を
評
価
す
る
際
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
手
鑑
の
切
は
こ
ち
ら

の
ほ
う
の
つ
れ
と
思
わ
れ
る
。

　
同
じ
部
分
を
善
写
本
と
さ
れ
る
広
島
大
学
本
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

こ
れ
は
江
戸
期
に
降
る
書
写
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
む
か
し
の
春
そ
人
に
と
は
れ
し
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
貞
直

δ
五
〇
　
老
ぬ
れ
は
花
さ
か
ぬ
木
に
身
を
な
し
て

　
　
　
　
春
の
草
年
く
庭
の
あ
れ
し
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
　
　
為
清

三
五
一
わ
れ
さ
へ
と
も
に
ふ
る
さ
と
の
は
な

　
　
　
　
あ
く
る
は
や
す
き
鐘
の
音
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
時
綱

一〇

a
@
春
の
よ
も
ね
覚
は
老
の
な
ら
ひ
に
て

照
合
し
て
み
る
と
、
本
文
の
異
同
と
し
て
は
一
〇
五
二
前
句
の
「
鐘
の

音
」
が
伝
素
眼
本
で
「
か
ね
の
声
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
げ
ら
れ

る
。
福
井
久
蔵
「
校
本
菟
玖
波
集
新
釈
」
に
よ
れ
ば
、
大
部
分
の
写
本

で
「
音
」
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
伝
素
眼
本
の
こ
の
句
「
明
は
」
は
誤

写
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
が
や
や
乱
暴
な
表
記
で
あ
っ
て
、
広
島
大
学

本
な
ら
び
に
「
校
本
」
に
見
え
る
全
写
本
の
よ
う
に
「
あ
く
る
は
」
と

読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
全
体
的
に
両
者
が
よ
く
一
致
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
広
島
大
学
本
の
優
秀
性
を
物
語
る
と
評
価
し
う
る
。



　
な
お
慶
安
年
間
に
出
版
さ
れ
た
「
御
手
鑑
」
に
も
伝
素
眼
筆
「
菟
玖

波
集
」
切
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

中
の
最
古
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
揺
が
ず
、

の
出
現
が
待
た
れ
る
の
で
あ
る
。

今
後
と
も
こ
の
種
類
の
切

　
「
　
　
草
の
名
も
所
に
よ
り
て
か
は
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
救
済
法
師

　
　
難
波
の
あ
し
は
伊
勢
の
は
ま
荻

　
　
　
　
あ
し
や
の
興
に
船
そ
た
た
よ
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
生
法
師

　
　
風
よ
り
風
こ
え
て
　
　
　
　
　
　
　
　
」

こ
れ
は
巻
十
四
・
雑
連
苛
三
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
巻
は
横
山
重
氏
蔵

の
伝
素
眼
本
が
伝
来
し
て
お
り
、
伝
素
眼
本
が
二
本
あ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
横
山
重
氏
本
を
引
用
し
て
み
る
と
（
番
号
は
広
島
大
学
本

に
よ
る
）

　
　
　
　
　
草
の
名
も
所
に
よ
り
て
か
は
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
救
済
法
師

一三

O二

@
な
に
は
の
あ
し
は
い
せ
の
は
ま
を
き

　
　
　
　
　
あ
し
や
の
お
き
に
舟
そ
た
」
よ
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
生
法
師

一三

O三

@
す
さ
き
な
る
松
の
梢
に
風
こ
え
て

全
体
に
漢
字
と
仮
名
の
宛
て
方
が
異
な
り
、
二
二
三
三
付
句
は
写
し
違

い
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
木
版
本
の
も
と
の
筆
跡
を
追
求
す
る

に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
の
「
御
手
鑑
」
の
切
に
つ
い
て

は
慎
重
な
評
価
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
伝
素
眼
本
が
目
下
の
と
こ
ろ
「
菟
玖
波
集
」
写
本

　
　
三
〇
＝
番
　
宗
長
法
師

　
「
　
立
か
へ
り
な
か
は

　
　
　
都
そ
ほ
と
〉
き
す
　
　
玄
清

　
　
　
み
す
の
み
と
り
の

　
　
　
軒
の
た
ち
は
な
　
　
　
兼
載

　
　
　
袖
ふ
る
s
扇
に

　
　
　
月
も
ほ
の
め
き
て
　
　
宗
祇

　
　
　
ま
ね
く
は
み
す
や

　
　
　
く
る
s
川
ふ
ね
　
　
　
恵
俊
」

連
歌
懐
紙
の
切
で
あ
る
。
明
応
四
年
正
月
六
日
興
行
の
「
新
撰
菟
玖
波

集
祈
念
百
韻
」
の
、
三
裏
七
句
目
か
ら
＋
句
目
に
あ
た
る
。
こ
の
百
韻

は
続
群
書
類
従
連
歌
部
に
お
さ
め
ら
れ
て
周
知
の
作
品
で
あ
り
、
写
本

も
多
い
。
さ
ら
に
近
年
は
、
島
津
忠
夫
氏
に
よ
っ
て
新
潮
目
本
古
典
集

成
の
「
連
歌
集
」
に
注
解
を
付
し
て
お
さ
め
ら
れ
た
。
又
同
氏
に
よ
る

論
文
『
「
新
撰
菟
玖
波
集
祈
念
百
韻
」
1
連
歌
本
文
の
異
文
の
こ
と

な
ど
ー
』
　
（
「
連
歌
と
中
世
文
芸
」
所
収
）
に
よ
り
、
一
層
く
わ
し

く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
所
論
に
よ
れ
ば
、
多
数
の
写
本
は
続
類
従
本
系

と
神
宮
文
庫
蔵
「
百
韻
連
歌
集
」
所
収
本
系
の
二
系
統
に
わ
か
た
れ
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
は
、
後
者
を
底
本
と
ざ
れ

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
連
歌
の
興
行
形
態
か
ら
み
て
、
百
韻
の
本
文
は
一
つ
の
原
本
が
あ
る



と
考
え
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
一
座
に
出
座
し
た
人
々
の
数
だ
け
の
平
等

な
価
値
の
あ
る
原
本
群
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
小
西
甚

一
氏
の
考
察
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
百
韻
の
場

合
、
現
存
の
諸
本
の
書
写
年
時
は
、
．
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
も
室
町
末

期
に
降
っ
て
し
ま
う
。
一
般
に
写
本
は
古
け
れ
ば
古
い
ほ
ど
価
値
が
あ

る
と
見
な
さ
れ
る
。
転
写
回
数
が
少
い
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
切
は
、
こ
の
百
韻
の
連
衆
の
一
人
で
あ
る
宗
長
の
筆
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
仮
に
真
跡
で
な
い
と
し
て
も
同
時
代
の
写
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
他
の
写
本
よ
り
お
よ
そ
五
十
年
ほ
ど
は
古
い
も

の
で
あ
る
。

神
宮
文
庫
本
の
本
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

°
七
　
お
ち
か
へ
り
な
か
は
都
そ
ほ
と
s
き
す

八
　
み
す
は
み
と
り
の
軒
の
た
ち
花

九
‘
袖
ぬ
る
s
扇
に
月
も
ほ
の
め
き
て

一
〇
　
ま
ね
く
は
見
す
や
く
る
s
河
つ
ら
　
　
‘

恵宗兼玄
俊祇載清

ま
ず
七
句
目
は
「
立
か
へ
り
」
と
「
お
ち
か
へ
り
」
の
違
い
が
あ
る
。

「
お
ち
か
へ
り
」
は
大
変
な
難
語
で
あ
っ
て
、
島
津
氏
は
「
堀
河
百
首

聞
書
」
を
引
い
て
「
し
き
り
に
な
け
ば
こ
そ
都
の
夏
と
も
い
え
よ
う
も

の
を
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
「
立
か
へ
り
」
で
あ
れ
ば
何
も
問
題

は
な
く
な
る
。
八
句
目
「
み
す
の
み
と
り
」
と
「
み
す
は
み
と
り
」
は

助
詞
の
異
同
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
が
よ
い
と
も
決
め
か
ね
る
。

九
句
目
「
袖
ふ
る
S
」
と
「
袖
ぬ
る
S
」
は
、
　
「
ぬ
る
」
」
で
は
意
味

が
通
じ
に
く
い
。
涙
で
袖
が
ぬ
れ
る
く
ら
い
に
解
す
べ
き
か
。
島
津
氏

は
底
本
を
ふ
る
」
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
十
句
目
「
川
ふ
ね
」
と
「
河

つ
ら
」
は
ど
ち
ら
と
も
決
め
か
ね
る
が
、
島
津
氏
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、

平
松
本
等
も
「
川
舟
」
で
あ
る
よ
し
。
以
上
小
さ
な
異
同
が
各
句
に
あ
　
　
捌

る
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
大
手
鑑
」
中
の
切
の
方
が
、
す
ぐ
れ
た

本
文
を
持
つ
よ
う
に
思
う
。
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
°

　
宗
長
真
筆
で
あ
る
か
否
か
は
、
他
の
確
認
さ
れ
た
も
の
と
比
較
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
て
容
易
に
見
る
こ
と
の

で
ぎ
る
筆
跡
と
し
て
は
、
伏
見
宮
家
旧
蔵
「
短
冊
手
鑑
」
、
「
古
文
書
時

代
鑑
」
、
「
日
本
書
跡
大
観
」
な
ど
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
に
は

真
偽
の
鑑
定
を
す
る
能
力
が
な
い
が
、
「
短
冊
手
鑑
」
と
、
こ
の
「
大

手
鑑
」
と
は
、
宗
長
筆
と
鑑
定
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
公
家
社
会
に

お
け
る
、
江
戸
時
代
前
期
の
鑑
定
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
。

（
い
わ
し
た
・
の
り
ゆ
き
／
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
∧
愛
知
淑
徳
大
学
助
教
授
V


