
特
別
寄
稿
　
研
究
ノ
ー
ト

平
家
納
経
の
歌
絵
と
芦
手

梁
塵
秘
抄
に
よ
る
今
様
の
歌

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
歌
絵
　
芦
手
　
平
家
納
経
　
梁
塵
秘
抄
　
法
華
経

平
家
納
経
は
な
ぜ
梁
塵
秘
抄
の
歌
に
よ
っ
た
か
、
長
寛
二
年
　
（
一
一
六
四
）
　
平

清
盛
は
厳
島
社
に
法
華
経
寄
進
　
（
清
盛
願
文
に
よ
る
）

厳
島
神
が
今
様
を
好
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
に
清
盛
の
女
建
春

門
院
と
後
白
河
帝
が
共
に
承
安
四
年
　
（
一
一
七
四
）
　
厳
島
社
に
参
詣
し
た
時
の

話
に
そ
の
折
社
の
砿
女
　
（
神
と
同
一
視
さ
れ
る
）
　
が
今
様
歌
を
歌
っ
て
ほ
し
い

と
所
望
し
た
。
帝
は
先
ず
側
近
の
今
様
の
名
人
に
仰
せ
付
け
た
が
、
恐
れ
を
な

し
て
ふ
る
え
て
声
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
後
白
河
帝
が
今
様
を
唱
わ
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
厳
島
神
は
今
様
を
好
ま
れ
た
と
い
う
の
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
ち
な
み
、
平
家
納
経
の
歌
絵
・
芦
手
は
梁
塵
秘
抄
の
歌
に
よ
っ
た
と
推

察
さ
れ
る
。

平
家
納
経
見
返
及
本
文
の
下
絵

芦
手
及
び
歌
絵
に
つ
い
て

自

　

畑

　

よ

　

し

一
、
芦
手
見
返
し
　
方
便
晶
「
秋
の
汀
の
景
」

梁
塵
秘
抄
、
法
華
経
二
十
八
品
の
歌
五
首
の
う
ち

「
わ
れ
ら
が
宿
世
の
め
で
た
さ
は
、
釈
迦
牟
尼
価
の
正
法
に
こ
の
世
に
生
ま
れ

て
人
と
な
り
、
一
乗
妙
法
聞
く
ぞ
か
し
」

「
わ
れ
ら
が
宿
世
」
　
は
丘
の
上
の
楓
の
二
樹
が
「
わ
れ
ら
　
（
我
等
）
　
各
々
の
樹

の
幹
が
二
股
に
分
か
れ
て
い
る
私
た
ち
」
と
な
る
。
宿
世
は
そ
の
楓
の
二
樹
の

上
方
が
た
が
い
に
か
ら
み
合
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
　
「
夫
婦
の
縁
を
結
ぶ
」

こ
と
は
前
世
の
因
縁
で
あ
る
が
　
（
さ
ら
に
釈
迦
牟
尼
価
と
縁
を
結
ぶ
こ
と
）

「
め
で
た
さ
」
　
は
楓
樹
の
下
方
に
芽
が
出
て
い
る
こ
と
、
「
釈
迦
牟
尼
彿
」
　
は
蛇

龍
じ
ゃ
か
ご
－
し
や
か
ご
－
は
釈
迦
御
と
判
ず
る
（
御
は
親
愛
を
示
す
呼
び
方
。

例
え
ば
‥
親
御
と
い
う
呼
び
方
）
。
「
正
法
」
は
蛇
籠
は
川
床
が
流
水
に
崩
れ
な

い
よ
う
に
保
全
を
す
る
意
味
で
　
「
床
保
」
と
語
呂
を
あ
わ
せ
る
。

「
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
人
と
な
り
」
　
は
板
子
の
上
方
の
芦
手
文
字
が
産
の
節
の

間
か
ら
出
て
　
「
人
外
な
り
」
産
の
節
の
間
を
「
よ
」
と
い
う
、
つ
ま
り
世
と
芦
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手
文
字
で
判
じ
さ
せ
る
。
「
一
乗
妙
法
」
　
は
板
子
に
か
か
り
、
一
人
乗
っ
て
舟

の
上
に
横
に
渡
し
な
が
ら
舵
を
と
っ
て
舟
を
進
行
さ
せ
る
船
頭
に
あ
て
、
そ
の

便
利
な
方
法
は
「
妙
法
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
ま
た
板
子
の
上
に
一
本
の
麓

が
乗
っ
て
い
る
意
味
と
も
合
わ
せ
て
示
す
。
「
聞
く
ぞ
か
し
」
は
板
子
は
「
木

具
」
な
の
で
語
呂
を
合
わ
せ
る
。
「
か
し
」
は
下
方
に
あ
る
芦
手
文
字
に
か
か

る
か
、
或
い
は
　
「
妙
法
は
」
板
子
の
傍
ら
の
水
流
に
散
る
紅
葉
の
美
し
さ
に
自

然
の
妙
を
暗
示
す
る
の
か
を
思
わ
せ
る
。

怠
ら
ず
飛
行
す
る
性
能
の
意
味
を
通
じ
さ
せ
る
。
「
塔
を
た
て
つ
ゝ
」
は
池
中

の
蓮
華
の
う
ち
、
花
と
葉
が
十
本
直
立
し
て
の
ぴ
て
い
る
こ
と
に
か
か
り
、

「
塔
（
と
う
）
　
た
て
ゝ
」
と
意
味
さ
せ
る
。
（
仏
教
で
塔
を
つ
く
っ
て
拝
む
こ
と

は
功
徳
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
）
　
「
拝
む
べ
し
」
は
女
性
の
人
物
中
尼
君
が
数

珠
を
手
に
し
て
い
る
の
に
拝
む
と
か
け
る
。
ま
た
蓮
華
は
仏
の
象
徴
で
あ
る
の

で
　
「
拝
む
べ
し
」
と
解
釈
さ
せ
る
か
。

三
、
妙
荘
厳
王
晶
見
返
し
歌
絵

二
、
分
別
功
徳
晶
見
返
し
歌
絵

絵
は
池
汀
に
蓮
華
が
咲
き
、
四
人
の
老
（
尼
君
）
若
男
女
が
集
う
。
空
に
は
二

列
に
並
ぶ
雁
が
飛
び
行
く
。

梁
塵
秘
抄
、
法
華
経
二
十
八
品
の
同
品
の
歌
三
百
の
う
ち

「
法
華
経
持
た
ん
人
は
み
な
起
き
て
も
臥
し
て
も
こ
の
品
を
常
に
説
き
読
み
怠

ら
で
、
塔
を
た
て
つ
ゝ
拝
む
べ
し
」

法
華
経
は
ぼ
ん
や
り
と
座
っ
て
い
る
姿
の
公
卿
に
判
ず
る
。
つ
ま
り
ぼ
ん
や
り

は
古
語
で
「
ほ
う
け
」
と
い
う
の
で
「
ほ
う
け
卿
」
「
法
華
経
」
と
語
呂
合
わ

せ
と
な
る
。
「
持
た
ん
人
」
と
は
傍
ら
に
坐
る
三
人
の
女
性
達
で
、
こ
の
人
た

ち
は
公
卿
に
生
活
を
護
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で

「
持
た
ん
」
と
判
じ
る
。
「
起
き
て
も
臥
し
て
も
」
は
、
前
景
に
あ
る
岩
・
石
に

高
い
形
の
も
の
と
低
い
形
の
も
の
が
あ
り
、
高
い
方
は
　
「
起
き
」
低
い
方
は

「
臥
し
」
と
な
る
。
「
こ
の
品
」
は
芦
手
文
字
「
ふ
」
な
と
、
そ
の
傍
ら
の
石
上

に
静
止
し
て
い
る
鳥
が
「
止
」
と
判
じ
ら
れ
る
。
「
常
に
説
き
読
み
怠
ら
で
」

は
空
を
飛
び
行
く
雁
に
意
味
を
か
け
る
。
雁
は
常
に
列
が
乱
れ
な
い
よ
う
に
、

絵
は
流
水
に
瓶
と
経
巻
が
流
れ
、
二
羽
の
鷺
が
い
る
。
鷺
は
も
う
一
羽
流
れ
に

向
か
っ
て
飛
ん
で
い
る
　
（
合
わ
せ
て
三
羽
の
鷺
）
。
二
人
の
美
姫
が
渚
に
い
て

相
対
し
て
光
明
に
向
か
っ
て
合
掌
す
る
。
美
姫
の
前
に
は
蓮
花
の
菅
を
描
い
た

扇
が
広
げ
て
あ
る
。

歌
は
梁
塵
秘
抄
、
法
華
経
二
十
八
品
の
同
品
四
百
の
う
ち

「
釈
迦
の
み
の
り
（
御
法
）
　
は
浮
木
な
り
。
参
り
合
ふ
我
等
は
亀
な
れ
や
、
今

は
当
来
禰
勤
の
三
会
の
暁
疑
は
ず
」

「
釈
迦
の
御
法
」
は
水
中
の
経
巻
で
、
そ
れ
を
浮
木
に
転
じ
さ
せ
る
　
（
仏
教
の

有
名
な
言
葉
に
「
亡
目
亀
浮
木
」
と
い
う
警
え
が
あ
る
。
仏
に
は
な
か
な
か
逢
い

難
い
こ
と
の
誓
え
こ
と
ば
で
、
当
品
の
経
意
の
中
に
盲
亀
が
大
海
で
つ
か
ま
る

浮
木
を
さ
が
し
て
も
、
な
か
な
か
見
当
た
り
得
な
い
意
味
に
な
る
。

「
参
り
合
う
我
等
」
は
合
掌
し
て
向
き
合
う
美
姫
た
ち
で
あ
り
、
「
亀
な
れ
や
」

は
水
に
浮
く
瓶
　
（
「
か
め
」
と
い
う
）
　
に
か
け
る
。
「
今
は
当
来
」
は
扇
が
十
骨

あ
る
の
で
、
扇
と
蓮
華
の
菅
に
か
け
る
。
以
前
の
扇
は
五
、
六
骨
で
あ
っ
た
が

今
は
十
骨
の
も
の
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
さ
せ
る
。
つ
ま
り
十
折
に
た
た
む
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の
で
十
に
菅
が
、
つ
ぼ
む
と
な
る
。
（
平
家
納
経
作
成
以
前
の
絵
画
で
あ
る
扇

面
法
華
経
の
下
絵
に
見
る
扇
は
六
骨
で
あ
る
）

「
禰
勘
の
三
会
の
暁
疑
は
ず
」
は
衆
生
の
救
世
主
で
あ
る
弥
勘
菩
薩
は
、
釈
迦

滅
後
五
百
年
は
仏
が
不
在
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
再
び
現
れ
る
と
い
う
仏
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
禰
勘
は
い
つ
も
暁
に
疑
い
な
く
三
回
姿
を
あ
ら
わ
す
と
い
う

こ
と
で
「
弥
勘
」
　
「
三
羽
の
鷺
が
来
る
三
鷺
乗
で
」
　
み
ろ
く
と
語
呂
合
わ
せ
と

な
る
。
暁
は
天
よ
り
の
光
明
に
な
り
、
「
疑
わ
ず
」
は
蓮
弁
が
転
々
と
舞
い
か

わ
す
こ
と
に
判
じ
る
。
な
お
当
経
巻
に
は
表
紙
の
画
中
や
界
上
下
に
も
梁
塵
秘

抄
歌
に
よ
る
あ
し
で
文
字
が
見
ら
れ
る
。

枝
先
が
二
つ
に
割
れ
て
い
る
の
に
か
か
り
、
「
実
な
る
」
は
　
「
橘
の
実
」
　
に
か

か
る
。
な
お
、
「
浄
土
」
　
は
天
は
浄
土
で
あ
り
、
柳
の
下
の
土
被
の
一
部
が
白

く
な
っ
て
い
る
の
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
　
（
仏
事
の
折
に
着
る
白
衣
を

浄
衣
と
呼
ぶ
例
が
あ
る
）
。

（
以
上
は
先
に
知
人
に
封
し
て
H
述
し
た
も
の
で
あ
る
）

四
、
提
婆
晶
本
紙
　
（
経
文
の
あ
る
面
）
　
下
絵

絵
様
　
柳
に
小
鳥
が
と
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
他
に
橘
の
実
が
（
四
十
六
個
の
内
）

点
々
と
あ
る
。
経
文
の
界
上
に
粟
の
餌
器
と
鶴
、
少
し
離
れ
て
ゆ
り
鴎
（
都
鳥
）
。

な
お
　
「
鶴
に
粟
」
　
の
た
と
え
が
あ
る
。

歌
　
梁
塵
秘
抄
、
雑
法
文
歌
の
内

「
悌
利
の
都
の
鷺
は
塀
定
め
で
さ
ぞ
遊
ぶ
、
浄
土
の
植
木
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
花

咲
き
実
な
る
ぞ
あ
は
れ
な
る
」
　
（
切
利
夫
は
六
欲
天
中
の
下
か
ら
二
番
目
の
天
、

須
弥
山
の
頂
上
に
あ
る
　
（
帝
釈
天
の
住
所
）

鶴
は
鳥
を
代
表
し
、
鳥
と
た
だ
い
え
ば
鶴
の
こ
と
で
あ
る
。
「
悌
利
」
は
「
鶴
」
、

ゆ
り
か
も
め
は
都
鳥
と
も
呼
ば
れ
る
の
で
「
切
利
の
都
」
に
通
じ
さ
せ
る
。

鷺
は
僻
（
ね
ぐ
ら
）
　
の
本
来
は
梅
木
で
あ
る
が
、
そ
の
梅
木
を
離
れ
て
柳
の
木

で
遊
ん
で
い
る
。
「
浄
土
の
植
木
」
　
は
柳
で
そ
れ
に
花
が
咲
き
実
が
な
る
の
は

仏
の
慈
悲
で
、
あ
は
れ
と
　
（
賞
賛
さ
れ
る
）
　
の
で
あ
る
。
「
花
咲
き
」
は
柳
の

「
附
記
」

平
家
納
経
が
梁
塵
秘
抄
の
法
華
経
歌
と
関
連
の
あ
る
例
は
以
上
の
よ
う
な
芦

手
・
歌
絵
の
他
に
あ
り
、
先
に
亀
田
孔
氏
に
よ
っ
て
　
『
平
家
納
経
』
　
（
奈
良
国

立
博
物
館
刊
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
宝
塔
品
紙
背
芦
手
文
様
中
に
「
長
者
我
」

の
文
字
は
梁
塵
秘
抄
法
華
経
二
十
八
品
歌
警
喩
品
の
　
「
幼
き
子
供
は
い
と
け
な

し
、
三
つ
の
車
を
乞
ふ
な
れ
ば
、
長
者
は
我
子
の
愛
し
さ
に
白
午
の
車
ぞ
与
ふ

な
る
」
　
の
文
句
で
あ
る
。

○
法
師
晶
見
返
し
に
は
梁
塵
秘
抄
法
華
経
普
賢
品
に
「
草
の
庵
の
静
け
さ
に
持

経
法
師
の
前
に
こ
そ
、
生
々
世
々
に
も
値
ひ
が
た
き
普
賢
薩
壇
は
見
え
た
ま
へ
」

に
通
じ
る

○
寿
量
品
（
経
文
字
）
　
の
月
輪
の
山
端
よ
り
出
る
の
は
、
梁
塵
秘
抄
雑
法
文
歌

の
「
婆
羅
や
林
樹
の
木
の
下
に
帰
る
と
人
に
は
見
え
し
か
ど
霊
鷺
山
の
山
の
端

に
月
は
の
ぞ
け
く
照
ら
す
め
り
」
と
釈
迦
が
山
に
常
住
し
て
い
る
こ
と
に
な
ぞ

ら
え
て
の
表
現
か
。

O
「
二
心
欲
見
物
、
不
日
惜
身
命
、
時
我
及
衆
僧
悦
倶
出
霊
鷺
山
　
我
時
語
衆

生
　
常
住
此
不
滅
」

○
同
妙
音
品
　
日
輪
の
山
端
に
出
現
は
、
梁
塵
秘
抄
、
法
華
経
二
十
八
品
歌
、

妙
音
品
「
わ
が
身
一
つ
は
さ
て
居
つ
ゝ
、
十
方
界
に
は
形
分
け
、
衆
生
あ
ま
ね
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く
導
き
て
浄
光
国
に
は
帰
り
に
し
」
浄
光
国
　
（
妙
音
菩
薩
の
本
国
）
一
切
浄
光

荘
厳
国
　
（
日
輪
を
意
味
す
る
）
　
経
文
中
「
釈
迦
牟
尼
価
の
光
、
そ
の
身
を
照
ら

し
た
ま
ふ
、
是
の
菩
薩
の
日
は
広
大
青
蓮
華
の
如
し
、
た
と
ひ
百
千
万
の
月
を

和
合
せ
ん
も
、
そ
の
面
貌
端
正
な
る
こ
と
復
此
に
過
ぎ
ん
や
、
身
は
真
金
の
色

に
し
て
・
・
・
・
」
妙
音
菩
薩
は
そ
の
ま
ま
そ
の
場
に
い
な
が
ら
十
方
界
　
（
東

西
南
北
、
東
北
、
東
南
、
西
北
、
西
南
、
上
、
下
の
十
方
）
　
に
身
を
分
け
て
そ

の
本
国
に
帰
っ
た
・
・
・
・
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