
さ
ん
ぴ
つ
・
さ
ん
せ
き

２

三
筆
・
三
蹟

知
る

■
三
筆
・
三
蹟
と
は

三
筆
・
三
蹟
と
は
、
平
安
時
代
の
代
表
的
な
能
筆
家
、
つ
ま
り
書
道

に
優
れ
た
人
々
を
後
世
に
尊
重
し
て
呼
ん
だ
言
葉
で
す
。

三
筆
は
九
世
紀
頃
に
活
躍
し
た
空
海
・
嵯
峨
天
皇
・
橘

逸
勢
の

く
う
か
い

さ

が

た
ち
ば
な
の
は
や
な
り

三
人
を
指
し
、
ま
た
三
蹟
は
十
世
紀
頃
に
活
躍
し
た
小
野
道
風
・

お
の
の

み
ち
か
ぜ

藤
原
佐
理
・
藤
原
行
成(

通
称
と
し
て
道
風
・
佐
理
・
行
成
と
も
読

ふ
じ
わ
ら
の
す
け
ま
さ

ふ
じ
わ
ら
の
ゆ
き
な
り

と
う
ふ
う

さ

り

こ
う
ぜ
い

ま
れ
ま
す)

の
三
人
を
指
し
ま
す
。
彼
ら
は
傑
出
し
た
書
家
と
し
て
古

く
か
ら
尊
崇
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
三
筆
・
三
蹟
と
い
う
呼
び
名
が
定

着
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

■
三
筆
と
唐
風
の
隆
盛

弘
仁
九(

八
一
八)

年
、

は
大
内
裏(

平
安
宮)

の
門
号
を
唐

嵯
峨
天
皇

風
に
改
め
る
と
と
も
に
、
自
ら
大
内
裏
東
面
の
陽
明
門
・
待
賢
門
・

よ
う
め
い

た
い
け
ん

空

郁
芳
門
の
額
を
書
き
、
南
面
の
美
福
門
・
朱
雀
門
・
皇
嘉
門
の
額
を

い
く
ほ
う

び

ふ
く

す

ざ

く

こ
う

か

三筆・三蹟の生没年

に
、
ま
た
北
面
の
安
嘉
門
・
偉
鑒
門
・
達
智
門
の
額
は

に
書

海

橘
逸
勢

あ
ん

か

い

か
ん

た
っ

ち

か
せ
ま
し
た
。
こ
の
三
人
が

で
す
。

三
筆

平
安
時
代
中
期
、
九
世
紀
頃
ま
で
の
日
本
の
書
法
は
、
東
晋
の
人
で

書
聖
と
称
さ
れ
た
王
羲
之(

三
〇
三
～
六
一
？)

を
は
じ
め
と
す
る
中
国

お
う

ぎ

し

の
書
家
に
な
ら
っ
た
も
の
で
し
た
。
仏
教
や
律
令
を
導
入
し
た
こ
と
に

も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
が
中
国
の
制
度
や
文
化
の

摂
取
に
つ
と
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
然
と
い
え
ま
す
。
三
筆

、

。

の
書
風
も
中
国
に
規
範
を
求
め

そ
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
ま
し
た

し
か
し
そ
の
一
方
、
彼
ら
は
唐
風
に
な
ら
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
書
法
を
開
拓
し
、
や
が
て
後
に
確
立
す
る
和
様
へ
の
橋
渡
し
と

わ

よ

う

い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
空
海

五
筆
和
尚

ご
ひ
つ
お
し
ょ
う

空
海(

七
七
四
～
八
三
五)

は
後
に
弘
法
大
師
と
号
さ
れ
、
真
言
宗
の

こ
う
ぼ
う
だ
い
し

開
祖
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
佐
伯
田
公
の
子
と
し
て
讃
岐
国(

香

さ
え

き
の
た
き
み

さ
ぬ
き
の
く
に

川
県)

多
度
郡
屏
風
浦
に
生
ま
れ
、
上
京
し
て
仏
門
に
入
り
ま
し
た
。

び
ょ
う
ぶ
が
う
ら

延
暦
二
十
三(

八
〇
四)

年
に
は
遣
唐
使
に
し
た
が
い
入
唐
し
、
大
同
元

(

八
〇
六)

年
に
帰
国
し
て
真
言
宗
を
開
創
し
ま
し
た
。

空
海
は
優
れ
た
宗
教
家
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
漢
詩
文
に
も
秀
で
、

唐
で
は
仏
教
の
ほ
か
書
法
や
筆
の
製
法
な
ど
も
学
び
ま
し
た
。
そ
の
達

筆
ぶ
り
は
、
後
世
に
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
た
と

え
ば
空
海
は
、
左
右
の
手
足
と
口
に
五
本
の
筆
を
持
っ
て
一
度
に
五
行

、「

」

『

』

を
書
し

五
筆
和
尚

と
呼
ば
れ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
が(

入
木
抄

じ
ゅ
ぼ
く
し
ょ
う

な
ど)

、
こ
れ
も
能
書
家
と
し
て
尊
崇
さ
れ
た
こ
と
の
反
映
と
い
え
ま
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す
。
現
代
で
も
「
弘
法
筆
を
選
ば
ず

「
弘
法
も
筆
の
誤
り
」
な
ど
、

」

空
海
と
書
道
に
ま
つ
わ
る
こ
と
わ
ざ
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

空
海
の
筆
跡
と
し
て
最
も
有
名
な
も
の
が

天
台
宗
の
開
祖
最
澄(

七

、

さ
い
ち
ょ
う

六
七
～
八
二
二)

に
宛
て
た
手
紙
「
風
信
帖
」(

国
宝)

で
す
。
ま
た
こ

ふ
う
し
ん
じ
ょ
う

の
ほ
か
に
も
、
空
海
が
高
雄
山
寺(

神
護
寺)

で
真
言
密
教
の
秘
法
、

灌

頂
を
授
け
た
人
々
を
記
し
た
「
灌

頂

歴

名
」(

国
宝)

な
ど
が
知

か
ん
じ
ょ
う

か
ん
じ
ょ
う
れ
き
み
よ
う

ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
筆
跡
か
ら
窺
え
る
空
海
の
書
風
は
、
伝
統
的
な
王
羲
之
の

書
に
、
唐
代
の
書
家
顔
真
卿(

七
〇
九
～
八
五)

の
書
法
を
加
味
し
、
彼

が
ん
し
ん
け
い

自
身
の
個
性
を
加
え
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
空
海
は
様
々
な

書
体
に
優
れ
、
た
と
え
ば
唐
で
流
行
し
た
飛
白
の
書
と
い
う
技
法
も
い

ひ

は
く

ち
早
く
取
り
入
れ
ま
し
た

「
五
筆
和
尚
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く

。

の
書
体
を
使
い
分
け
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

■
嵯
峨
天
皇

能
筆
の
天
皇

嵯
峨
天
皇(

七
八
六
～
八
四
二)

は
、
桓
武
天
皇
の
第
二
皇
子
で
平
城

天
皇
の
弟
に
あ
た
り
、
大
同
四(

八
〇
九)

年
に
天
皇
と
な
り
ま
し
た
。

詩
文
や
書
に
す
ぐ
れ
、
在
位
中
は
宮
廷
を
中
心
に
唐
風
文
化
が
栄
え
た

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

嵯
峨
天
皇
は
唐
代
の
書
家
欧
陽
詢(

五
五
七
～
六
四
一)

を
愛
好
し
、

お
う
よ
う
じ
ゅ
ん

ま
た
空
海
に
親
近
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
書
風
に
も
影
響
を
受
け
た
よ

う
で
す

『
日
本
紀
略
』
に
は
「
真
に
聖
な
り
。
鍾
繇(

魏
の
書
家)

・

。

ま
こ
と

し
ょ
う
よ
う

逸
少(

王
羲
之)

、
猶
い
ま
だ
足
ら
ず
」
と
あ
り
、
筆
づ
か
い
は
羲
之
ら

い
つ
し
ょ
う

に
も
勝
る
と
ま
で
ほ
め
た
た
え
ら
れ
ま
し
た
。

嵯
峨
天
皇
の
確
実
な
筆
跡
で
は
、
光
定
と
い
う
僧
が
延
暦
寺
で
受
戒

こ
う
じ
ょ
う

し
た
こ
と
を
証
明
し
た
文
書
「
光

定

戒

牒
」(

国
宝)

が
知
ら
れ
て
い

こ
う
じ
ょ
う
か
い
ち
ょ
う

ま
す
。
そ
の
書
風
に
は
欧
陽
詢
や
空
海
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

■
橘
逸
勢

配
流
さ
れ
た
能
筆
家

、

、

橘
逸
勢(

？
～
八
四
二)

は
入
居
の
子
で

延
暦
二
十
三(

八
〇
四)

年

い
り
す
え

空
海
ら
と
と
も
に
入
唐
し
て
一
緒
に
帰
国
し
ま
し
た
。
し
か
し
承
和
九

(

八
四
二)

年
に
起
き
た
承
和
の
変
に
連
座
し
、
配
流
地
の
伊
豆
へ
向
か

う
途
中
に
病
没
す
る
と
い
う
非
業
の
死
を
遂
げ
ま
し
た
。

『
橘

逸
勢
伝
』
に
よ
れ
ば
、
逸
勢
は
留
学
中
、
唐
の
文
人
た
ち

た
ち
ば
な
の
は
や
な
り
で
ん

に
「
橘

秀

才
」
と
賞
賛
さ
れ
た
ほ
ど
の
学
才
が
あ
り
、
ま
た
隷
書
体

き
つ
し
ゅ
う
さ
い

れ
い
し
ょ

に
優
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
逸
勢
の
確
か
な
筆

跡
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
筆
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
に
、
桓
武
天

皇
の
皇
女
が
興
福
寺
東
院
西
堂
に
奉
納
し
た
「
伊
都
内
親
王
願
文
」
が

い

と

な
い
し
ん
の
う
が
ん
も
ん

あ
り
ま
す
。

■
三
蹟
と
和
様
の
創
成

以
上
の
よ
う
な
中
国
を
模
範
と
し
た
時
代
は
、
十
世
紀
頃
に
な
る
と

次
第
に
変
化
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
絵
画
で
の
唐か

ら

絵
か
ら
大
和
絵
へ
の
移
り
変
わ
り
や
、
文
学
に
見
ら
れ
る
物
語
文
学
の

や

ま

と

起
こ
り
な
ど
が
そ
れ
で
、
い
わ
ゆ
る
国
風
文
化
の
成
立
が
そ
れ
に
あ
た

こ
く
ふ
う
ぶ
ん
か

り
ま
す
。

書
道
で
も
、
こ
の
頃
に
は
和
様
と
呼
ば
れ
る
日
本
風
の
書
法
が
創
成

わ

よ

う

さ
れ
、
新
た
な
規
範
と
し
て
広
く
流
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ

小
野
道
風

藤
原
佐
理

藤
原

の
和
様
を
創
始
し
定
着
さ
せ
た
の
が
、

・

・

の

で
す
。
彼
ら
の
書
は
新
し
い
日
本
独
自
の
規
範
と
し
て
長

行
成

三
蹟

ら
く
尊
重
さ
れ
、
鎌
倉
時
代
の
書
道
指
南
書
『
入
木
抄
』
に
も
、

じ
ゅ
ぼ
く
し
ょ
う

野
跡
・
佐
跡
・
権
跡(

小

道
風
・
藤
原

理
・

大
納
言
藤
原

野

佐

権

や

せ
き

さ

せ
き

ご
ん
せ
き

行
成
の
筆

)

、
こ
の
三
賢
を
、
末
代
の
今
に
至
る
ま
で
、
こ
の

跡

、

。

道
の
規
模(

模
範)

と
し
て
好
む
事

面
々
彼
の
遺
風
を
摸
す
な
り

も

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
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■
小
野
道
風

「
羲
之
の
再
生
」

小
野
道
風(

八
九
四
～
九
六
六)

は
、
篁
の
孫
に
あ
た
る
官
人
で
、
当

た
か
む
ら

代
随
一
の
能
書
と
し
て
絶
大
な
評
価
を
受
け
ま
し
た
。
延
長
四(

九
二

六)
年
、
醍
醐
天
皇
は
僧
寛
建
の
入
唐
に
あ
た
り
、
唐
で
広
く
流
布
さ

せ
る
た
め
、
道
風
の
書
い
た
行
書
・
草
書
各
一
巻
を
与
え
ま
し
た
。
当

時
、
道
風
は
唐
に
も
誇
示
す
べ
き
書
家
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
す
。
ま
た
『
天
徳
三
年
八
月
十
六
日
闘
詩
行
事
略
記
』
も
「
木
工
頭

も

く
の
か
み

小
野
道
風
は

能
書
の
絶
妙
な
り

羲
之(

王
羲
之)

の
再
生

仲
将(

魏

、

。

、ち
ゅ
う
し
ょ
う

の
書
家)

の
独
歩
な
り
」
と
評
し
て
い
ま
す
。

ど
っ

ぽ

道
風
は
羲
之
の
書
風
を
基
礎
と
し
な
が
ら
字
形
を
端
正
に
整
え
、
筆

線
を
太
く
豊
潤
な
も
の
と
し
て
、
日
本
風
の
穏
や
か
で
優
麗
な
書
風
、

つ
ま
り
和
様
を
つ
く
り
出
し
た
人
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
道
風
の
真
跡
と
し
て
は
、
円
珍(
八
一
四
～
九
一)

へ
智
証
大
師

の
号
が
贈
ら
れ
た
と
き
の
「
円
珍
贈
法
印
大
和
尚
位
並
智
証
大
師
諡
号

え
ん
ち
ん
ぞ
う
ほ
う
い
ん
だ
い
か
し
よ
う
い
な
ら
び
に
ち
し
ょ
う
だ
い
し

し

ご
う

勅
書
」(

国
宝)

や
、
内
裏
の
屏
風
に
文
人
大
江
朝
綱
の
詩
句
を
書
し
た

ち
ょ
く
し
ょ

お
お
え
の
あ
さ
つ
な

と
き
の
下
書
き
と
な
っ
た
「
屏
風
土
代
」
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

び
ょ
う
ぶ

ど

だ
い

■
藤
原
佐
理

異
端
の
能
筆
家

藤
原
佐
理(

九
四
四
～
九
八)

は
摂
政
太
政
大
臣
実
頼
の
孫
で

「
日

、

せ
っ
し
ょ
う
だ
じ
ょ
う
だ
い
じ
ん
さ
ね
よ
り

」
『

』

、

。

本
第
一
の
御
手

(

大
鏡

)

と
い
わ
れ

達
筆
で
名
を
馳
せ
ま
し
た

円
融
・
花
山
・
一
条
天
皇
ら
三
代
の
大
嘗
会
で
屏
風
の
色
紙
形
を
書
く

だ
い
じ
ょ
う
え

し
き

し

筆
者
に
選
ば
れ
、
永
観
二(

九
八
四)

年
に
は
内
裏
の
額
を
書
い
て
従
三

じ
ゅ
さ
ん

位
に
昇
進
す
る
な
ど
、
そ
の
筆
跡
が
も
て
は
や
さ
れ
ま
し
た
。

み

し
か
し
筆
跡
へ
の
高
い
評
価
と
は
う
ら
は
ら
に
、
宮
仕
え
の
貴
族
と

し
て
の
佐
理
は
、
非
常
識
で
だ
ら
し
な
い
人
物
と
見
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
関
白
藤
原
道
隆(

九
五
三
～
九
五)

の
依
頼
で
障
子
の
色
紙
形

か
ん
ぱ
く
ふ
じ
わ
ら
の
み
ち
た
か

を
書
い
た
と
き
に
は
、
日
が
高
く
な
り
人
々
が
参
集
し
た
後
で
よ
う
や

く
現
れ
た
た
め
、
見
事
な
能
筆
ぶ
り
を
見
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
場

が
興
醒
め
と
な
り
、
恥
を
か
き
ま
し
た

『
大
鏡
』
は
こ
の
こ
と
か
ら

。

佐
理
を
「
如
泥
人(

だ
ら
し
の
な
い
人
物)

」
と
評
し
て
い
ま
す
。

じ
よ
で
い
に
ん

、

「

」

佐
理
の
真
跡
で
は

大
宰
府
へ
赴
く
途
中
に
書
い
た
手
紙

離
洛
帖

り

ら
く
じ
ょ
う

(

国
宝)

や
漢
詩
文
の
懐
紙
「
詩
懐
紙
」(

国
宝)

な
ど
が
有
名
で
す
。
そ

か
い

し

し

か
い

し

の
筆
運
び
は
緩
急
の
変
化
に
富
み
、
奔
放
に
一
筆
で
書
き
流
し
た
も
の

で
、
道
風
や
行
成
の
丁
寧
な
筆
致
と
は
違
っ
て
独
特
の
癖
が
あ
る
と
い

わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
佐
理
の
非
常
識
な
行
動
も
、
む
し
ろ

個
性
的
で
型
破
り
な
異
才
ぶ
り
を
際
だ
た
せ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま

す
。■

藤
原
行
成

「
入
木
相
承
の
大
祖
」

じ
ゅ
ぼ
く

藤
原
行
成(

九
七
二
～
一
〇
二
七)

は
摂
政
太
政
大
臣
伊
尹
の
孫
で
、

こ
れ
ま
さ

実
務
に
堪
能
な
公
卿
と
し
て
藤
原
道
長(

九
六
六
～
一
〇
二
七)

の
信
頼

も
高
く
、
権
大
納
言
ま
で
昇
進
し
ま
し
た
。
こ
の
頃
の
名
臣
を
称
し
た

い
わ
ゆ
る
「
寛
弘
の
四
納
言
」
の
一
人
に
あ
た
る
人
物
で
す
。

行
成
は
本
人
だ
け
で
な
く
子
孫
も
代
々
書
道
を
相
承
し
て
、
こ
の
家

流
は
「
能
書
の
家
」
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ま
で

と
大
き
く
異
な
る
点
と
い
え
ま
す
。
そ
う
し
て
生
ま
れ
た
の
が
後
世
に

多
く
の
書
流
の
源
と
な
っ
た
世
尊
寺
流
で
あ
り
、
行
成
は
そ
の
始
祖
と

せ

そ
ん

じ

り
ゅ
う

し
て
「
本
朝(

日
本)

入
木(

書
道)

相
承
の
大
祖
」(

『
尊
卑
分
脈
』)

と

ほ
ん
ち
ょ
う

じ
ゅ
ぼ
く

そ
ん

ぴ

ぶ
ん
み
ゃ
く

尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

行
成
は
道
風
の
書
を
尊
重
し
、
自
分
の
日
記
『
権
記
』
に
も
、
夢
で

ご
ん

き

道
風
に
会
っ
て
書
法
を
伝
授
さ
れ
た
と
記
し
ま
し
た
。
道
風
へ
の
尊
崇

や
、
彼
の
創
始
し
た
和
様
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
読
み
取
れ
ま

す
。
行
成
は
穏
や
か
で
優
美
な
筆
致
を
持
ち
、
ま
さ
に
完
成
さ
れ
た
和

様
の
姿
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
性
格
も
冷
静
で
温
厚
だ
っ
た
ら
し

く
、
そ
う
し
た
人
柄
も
書
風
に
反
映
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

行
成
の
代
表
的
な
筆
跡
と
し
て
は
、
菅
原
道
真
ら
の
文
章
を
書
写

す
が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね
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し
た
も
の
で
本
能
寺
に
伝
来
し
た
た
め
に
「
本
能
寺
切
」(

国
宝)

と
呼

ほ
ん
の
う

じ

ぎ
れ

ば
れ
る
書
や
、
唐
代
の
詩
人
白
居
易(

七
七
二
～
八
四
六)

の
詩
集
『
白

は

く

き

ょ

い

は
く

氏
文
集
』
を
書
写
し
た
「
白
氏
詩
巻
」(

国
宝)

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

し

も
ん
じ
ゅ
う

は

く

し

し

か

ん

歩
く
／
見
る

■
東
寺(

教
王
護
国
寺)

南
区
九
条
町

と

う

じ

き
ょ
う
お
う
ご
こ
く
じ

東
寺
は
正
式
に
は
教
王
護
国
寺
と
い
い
、

平
安
京
遷
都
に
あ
た
り
西
寺
と
と
も
に
建
立

さ

い

じ

さ
れ
た
官
寺
で
し
た
が

弘
仁
十
四(

八
二
三)

、

年
、
空
海
に
賜
与
さ
れ
て
真
言
密
教
の
根
本

道
場
と
な
り
ま
し
た
。

当
寺
に
は
貴
重
な
仏
像
や
教
典
な
ど
の
文

化
財
が
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
空
海

が
一
時
期
、
天
台
宗
の
最
澄
と
親
交
を
深
め

た
と
き
に
出
し
た
手
紙
「
風

信
帖
」(

国
宝)

ふ
う
し
ん
じ
ょ
う

が
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
名
称
は
「
風
信
雲
書
自
天
翔
臨
…
」
と
い

、

。

う
書
き
出
し
に
由
来
し

空
海
の
筆
跡
の
う
ち
最
も
有
名
な
も
の
で
す

■
嵯
峨
天
皇
陵

右
京
区
北
嵯
峨
朝
原
山
町(

御
廟
山
山
頂)

嵯
峨
天
皇
は
、
弘
仁
十
四(

八
二
三)

年
に
譲
位
し
て
上
皇
と
な
っ
た

後
、
承
和
元(

八
三
四)

年
に
離
宮
嵯
峨
院(

現
在
の
大
覚
寺
、
右
京
区

嵯
峨
大
沢
町)

へ
居
を
移
し
、
同
九
年
に
没
し
ま
し
た
。
そ
の
山
陵
は

「
山
北
の
幽
僻
の
地
」
に
定
め
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら(

『
続

日
本
後
紀
』)

、
明
治
時
代
に
こ
の
地
に
比
定
さ
れ
ま
し
た
。

■
道
風
神
社

北
区
杉
坂
道
風
町

と
う
ふ
う

小
野
道
風
を
祭
神
と
す
る
神
社
で
、
道
風

と
う
ふ
う

武

大
明
神
と
も
い
い
、
社
伝
で
は
延
喜
二
十

た
け
の
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

(

九
二
〇)

年
の
創
建
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ、

の
地
は
山
城
国
愛
宕
郡
小
野
郷
内
に
あ
た
り

お

た

ぎ

古
代
で
は
近
江
国
滋
賀
郡
小
野
村(

現
在
の
滋

賀
県
滋
賀
郡
志
賀
町)

な
ど
と
と
も
に
、
豪
族

小
野
氏
の
勢
力
範
囲
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
地
と
道
風
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
は

不
明
で
す
が
、
寺
宝
に
は
道
風
の
所
用
と
さ、

れ
る
袍(

平
安
貴
族
の
衣
服)

・
冠
や
硯
・
筆

ほ
う

道
風
画
像
一
幅
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
境
内
に
は
、
禁
中

御
修
法
用
に
献
上
さ
れ
た
和
香
水
と
呼
ば
れ
る
名
水
が
あ
り
ま
す
。

わ

こ
う
す
い

■
世
尊
寺
跡

上
京
区
大
宮
通
一
条
上
る
西
側
附
近

せ

そ

ん

じ

世
尊
寺
は
、
長
保
三(

一
〇
〇
一)

年
、
藤
原
行
成
が
邸
宅
内
に
建
立

し
た
「
世
尊
院
堂
」
と
呼
ば
れ
る
寺
院
に
由
来
し
ま
す
。
こ
の
寺
院
の

名
称
か
ら
、
行
成
の
子
孫
が
代
々
伝
え
た
書
流
を
世
尊
寺
流
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
世
尊
寺
そ
の
も
の
は
平
安
末
期
以
降
、
史

料
に
見
え
な
く
な
り
、
や
が
て
衰
退
、
廃
絶
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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