
細
川
幽
斎
は
、
三
条
西
実
枝
か
ら
受
け
た
古
今
伝
受
を
、
智
仁
親
王
を
は
じ
め

と
す
る
門
弟
に
相
伝
し
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
細
川
幽
斎
の
古
今
伝
受
を

は
じ
め
、
考
察
を
加
え
て
き
た
。
同
時
代
の
古
今
伝
受
な
ら
び
に
堂
上
歌
壇
に
つ

い
て
先
年
、
高
梨
素
子
氏
に
よ
り

『

後
水
尾
院
初
期
歌
壇
の
歌
人
の
研
究』

が
刊

行
さ
れ
た
が
、
同
氏
は
そ
の
中
で
、
例
え
ば

｢

三
条
西
実
条
に
つ
い
て
は
、
実
条

を
ま
と
も
に
取
り
上
げ
た
ほ
と
ん
ど
論
文
が
な
い
状
態
で
あ
っ
た
が｣

｢

実
条
に

関
わ
っ
て
の
幽
斎
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
整
理
し
た
が
、
こ
の
様
な
観
点
か
ら
の

整
理
は
今
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い｣

と
さ
れ
た
。

幽
斎
か
ら
三
条
西
公
国
お
よ
び
実
条
へ
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
は
日
本
近
世
文

学
会
で
口
頭
発
表
し
た
後｢

二
つ
の
返
し
伝
受｣

(『

梅
花
短
大
国
語
国
文』

二
号
、

以
下
拙
論
１
と
す
る)

で
検
討
し
た
が
、
参
照
さ
へ
さ
れ
ず
に

｢

実
条
を
ま
と
も

に
取
り
上
げ
た
ほ
と
ん
ど
論
文
が
な
い｣

と
さ
れ
た

(

数
に
数
え
ら
れ
な
い
理
由

も
記
さ
れ
て
い
な
い)

。
そ
れ
ば
か
り
か

｢

実
条
に
関
っ
て
幽
斎
の
古
今
伝
受
に

つ
い
て
整
理
し
た
が
、
こ
の
様
な
観
点
か
ら
の
整
理
は
今
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い｣

と
ま
で
断
言
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
行
研
究
を
一
切
無
視
し
て

｢

ほ
と
ん
ど
論
文
が
な
い｣

と

す
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
ら
の
論
文
を
否
定
す
る
根
拠
と
と
も
に
、｢

ま
と
も｣

な

｢

取
り
上
げ｣

方
を
提
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
細
川
幽
斎
と
三
条
西

家
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
記
し
た
拙
論
を
整
理
し
て
、
改
め
て
検
討
を
加
え
た
い
。

一

三
条
西
実
枝
か
ら
細
川
幽
斎
へ
の
古
今
伝
受

三
条
西
実
枝
か
ら
細
川
幽
斎
へ
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
は

｢

三
条
西
実
枝
の
古

今
伝
受｣

(『

和
歌
の
伝
統
と
享
受』

平
成
八
年
、
風
間
書
房
刊
、
以
下
、
拙
論
２

と
す
る)

で
検
討
し
た
。
そ
の
中
で
細
川
幽
斎
が
実
枝
に
提
出
し
た
誓
状
の
文
面

に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
い
る
。
す
で
に
伊
地
知
鐡
男
氏
が

『

圖
書
寮
典
籍
解

題

続
文
学
篇』

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
古
今
伝
受
の
誓
状
と
証
明
状
に
は

繁
簡
両
種
が
あ
り
、
中
間
の
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
同
書
の
指
摘
通
り
、
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梨
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繁
雑
な
形
式
の
誓
状
は
幽
斎
が
実
枝
に
提
出
し
た
誓
状
以
降
に
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
古
今
伝
受
を
三
条
西
家
の
門
外
に
出
す
際
に
、
実
枝
が
こ
れ
ま
で
と
は
異
な

る
形
式
の
誓
状
を
準
備
し
て
、
細
川
幽
斎
に
提
出
さ
せ
た
と
考
察
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
高
梨
氏
は
こ
う
し
た
検
討
を
す
べ
て
無
視
し
て
、
次
の
ご
と
く
記

さ
れ
た
。

幽
斎
の
書
状
は
、
禁
制
の
内
容
を
詳
し
く
書
き

(

中
略)

、
多
く
の
神
罸
を

挙
げ
て
複
雑
で
あ
る
。
そ
れ
が
実
枝
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
幽

斎
の
古
今
伝
受
に
対
す
る
真
摯
な
態
度
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

(

214)

古
今
伝
受
の
誓
状
は
弟
子
が
勝
手
に
起
草
す
る
の
で
は
な
く
、
師
か
ら
与
え
ら
れ

た
文
章
を
そ
の
ま
ま
記
し
て
提
出
す
る
こ
と
は
、｢

東
常
縁
の
古
今
伝
受｣

(『

和

歌
文
学
研
究』

�
号)

な
ど
で
す
で
に
検
討
し
た
。
改
行
の
位
置
ま
で
一
致
す
る

誓
状
や
証
明
状
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
師
の
指
示
に
よ
り
誓
状
を
記
し
て
提
出
す

る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
高
梨
氏
は
、
こ
れ
ら
の
検
証
を
、
一
切

｢

ま
と
も
に｣

｢

取
り
上
げ｣

ず
、｢

そ
れ
が
実
枝
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば｣

と
仮
定
し

て
推
論
を
進
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、｢

実
枝
の
指
示
に
よ｣
ら
ず
幽
斎
自

身
が
書
い
た
と
推
論
す
る
根
拠
も
、
実
枝
の
指
示
と
す
る
事
に
対
す
る
反
論
も
記

さ
れ
て
い
な
い
。

細
川
幽
斎
が
伝
受
し
た
古
今
伝
受
は
、
実
枝
の
意
志
に
よ
り
、
古
今
伝
受
の
形

式
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
細
川
幽
斎
か
ら
公
国
へ
の
古
今
伝
受
で

は
、
そ
の
相
伝
が
実
枝
の
遺
志
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
幽
斎
が
提
出
し
た
誓
状
の
文
章
が
、｢

実
枝
の
指
示
に
よ

る
も
の
で
な｣

い
こ
と
は
想
像
し
に
く
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
文
章
を

｢

幽
斎
の

古
今
伝
受
に
対
す
る
真
摯
な
態
度
を
反
映
す
る
も
の｣

と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
出

来
な
い
で
あ
ろ
う
。

二

免
許
と
い
う
事

実
枝
は
古
今
伝
受
の
最
終
段
階
に

｢

免
許｣

と
い
う
一
段
階
を
設
け
、
免
許
を

持
た
な
い
も
の
は
他
に
相
伝
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
、
と
推
論
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
高
梨
氏
は
、

実
枝
は
幽
斎
に
免
許
は
与
え
な
か
っ
た
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
、
後
年
の
智

仁
親
王
へ
の
伝
受
が
行
え
な
い
こ
と
に
な
る
。(

223
、
注
�)

と
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
細
川
幽
斎
か
ら
智
仁
親
王
の
古
今
伝
受
は
、
実
枝
の
意

向
に
沿
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
幽
斎
が
智
仁
親
王
を
は
じ
め
と
す
る
三
条

西
家
以
外
の
門
弟
に
古
今
伝
受
を
相
伝
す
る
こ
と
を
実
枝
が
認
め
て
い
た
と
す
る

な
ら
、
幽
斎
が
三
条
西
家
以
外
に
古
今
伝
受
を
相
伝
し
た
こ
と
を
批
判
し
た

『

古

今
伝
受
日
記』

の

｢

幽
斎
ハ
家
へ
返
ス
契
約
バ
カ
リ
に
て
、
他
所
へ
伝
受
の
免
許

ハ
な
か
り
し
也｣

と
い
う
記
事
は
、
い
か
な
る
根
拠
で
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
誓
状
を
提
出
し
た
時
点
に
お
い
て
、
実
枝
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
幽

斎
自
身
も
、
公
国
以
外
へ
の
古
今
伝
受
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

拙
論
２
で
は
、
こ
う
し
た
記
事
を
も
引
用
・
検
討
し
た
上
で
、
実
枝
が
古
今
伝

受
の
最
後
に

｢
免
許｣

と
い
う
一
段
階
を
加
え
て
、
免
許
を
持
た
ず
に
他
に
相
伝
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す
る
こ
と
を
禁
じ
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
誓
状
の
形
式
を
変
化
さ
せ
た
と
推
論
し
た
。

｢
免
許｣

の
一
段
階
を
加
え
た
の
は
、
実
枝
の
事
情
で
あ
り
、
公
国
に
返
し
伝
受

を
行
う
ま
で
は
、
幽
斎
も
実
枝
の
意
向
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
公
国

の
早
逝
に
よ
っ
て
、
再
び
唯
一
の
古
今
伝
受
継
承
者
と
な
っ
た
幽
斎
が
、
誓
状
に

｢

与
他
流
混
乱｣
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
事
に
反
し
て
、
そ
の
間
に
収
集
し
た
三
条

西
家
以
外
の
古
今
伝
受
資
料
を
あ
わ
せ
て
三
条
西
実
条
に
相
伝
す
る
こ
と
は
、
幽

斎
に
と
っ
て
も
、
三
条
西
家
に
と
っ
て
も
差
し
障
り
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

実
枝
が
誓
状
を
変
化
さ
せ
て
、
他
流
と
混
乱
さ
せ
る
こ
と
を
禁
じ
た
こ
と
も
、
実

条
へ
の
相
伝
が
後
回
し
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
実
条
へ
の
古
今
伝
受

が
特
別
な
形
式
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
拙
論
１
で
検
討
し
て
い

る
。ま

た
、
実
条
へ
の
古
今
伝
受
が
短
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
高
梨
氏
は

｢

一
つ
に
は
幽
斎
の
七
十
一
歳
と
い
う
年
令
、
ま
た
一
つ
に
は
幽
斎
の
多
忙
が
考

え
ら
れ
る｣

(

217)

と
さ
れ
て
い
る
が
、
細
川
幽
斎
は
、
高
齡
に
な
る
前
に
、
実

条
以
外
の
門
弟
に
古
今
伝
受
を
相
伝
し
て
い
る
。
細
川
幽
斎
の
古
今
伝
受
を
継
承

し
た
智
仁
親
王
は
、
三
条
西
実
条
よ
り
も
年
少
で
あ
る
。
智
仁
親
王
へ
の
相
伝
を

優
先
し
た
こ
と
か
ら
、
幽
斎
や
門
弟
の
年
齡
以
外
の
要
素
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。こ

の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
細
川
幽
斎
か
ら
烏
丸
光
広
、
中
院
通
勝
な
ど
へ
の
古

今
伝
受
に
つ
い
て
は

｢

細
川
幽
斎
の
古
今
伝
受｣

(『

国
語
と
国
文
学』

昭
和
五
十

五
年
八
月
号)

な
ど
で
、
す
で
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
智
仁
親
王
に
倣
っ
て
い

う
な
ら

｢

若
年｣

の
論
ゆ
え
、
不
十
分
な
点
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
研
究
者

に
よ
り
再
検
討
を
重
ね
ら
れ
、
当
時
の
歌
壇
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
喜

ば
し
い
限
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
ら
拙
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
学
会

誌
な
ど
に
発
表
し
た
論
文
で
あ
る
。
根
拠
も
示
さ
れ
な
い
ま
ま

｢

ま
と
も
に
取
り

上
げ
た
ほ
と
ん
ど
論
文
が
な
い｣

と
、
無
視
さ
れ
た
拙
論
で
は
あ
る
が
、
三
条
西

家
と
細
川
幽
斎
と
い
う
ご
く
一
部
に
限
定
し
て
、
拙
論
を
紹
介
し
、
反
論
と
し
た

い
。
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