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『
清
輔
雑
談
集
』
（
以
下
、
『
雑
談
集
』
と
呼
ぷ
）
は
上
、
下
の
二
巻
か
ら
成
り
、
八
十
八
の
和
歌
説
話
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
編
纂
の
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事
情
に
っ
い
て
は
、
そ
の
序
文
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
清
輔
は
博
覧
の
人
に
し
て
、
し
か
も
重
代
の
よ
み
口
と
か
や
。
勝
命
云
、
清
輔
朝
臣
は
寄
の
弘
才
、
肩
な
ら
ぷ
べ
き
人
な
し
。
い

　
　
　
ま
だ
よ
も
見
お
よ
ば
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
事
を
、
わ
ざ
と
か
ま
へ
て
、
も
と
め
出
で
た
づ
ぬ
れ
ば
、
源
よ
り
さ
た
し
ふ
る
さ
れ
た
る
事

　
　
　
ど
も
に
て
な
ん
侍
し
。

　
「
勝
命
云
…
…
な
ん
侍
し
」
は
『
無
名
抄
』
に
み
え
て
お
り
、
編
者
は
こ
れ
を
引
用
し
て
ま
ず
藤
原
清
輔
の
博
学
ぷ
り
を
強
調
し
て
お

き
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
前
引
の
文
に
続
い
て
、

　
　
　
そ
れ
が
書
侍
袋
草
子
と
い
ふ
も
の
の
中
に
寄
の
故
実
、
又
興
有
て
物
が
た
り
の
種
と
も
成
べ
き
も
の
、
わ
れ
ら
み
じ
か
き
心
の
こ

　
　
　
の
も
か
の
も
に
・
耳
ち
か
く
ふ
ん
で
の
お
よ
ぷ
ば
か
り
、
條
々
ひ
ろ
ひ
集
て
二
巻
と
し
、
清
輔
雑
談
集
と
名
づ
く
め
る
も
の
な
ら
し
。

と
あ
る
；
れ
で
清
輔
吉
も
後
世
の
人
の
編
集
で
あ
り
沌
、
一
袋
草
紙
一
に
取
材
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
六
条
藤
家
の
清
輔
の

著
作
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
を
嬰
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
雑
談
集
』
な
る
独
立
し
た
書
の
価
値
付
け
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
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で
も
な
か
ろ
う
。

　
さ
て
、
『
袋
草
紙
』
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
の
大
部
分
は
「
雑
談
」
「
希
代
和
歌
」
に
取
材
し
て
お
り
、
そ
れ

ゆ
え
に
『
雑
談
集
』
と
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
「
雑
談
」
等
の
す
べ
て
の
話
を
採
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
『
袋
草

紙
』
以
外
に
取
材
し
て
い
る
話
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
あ
る
程
度
の
編
纂
態
度
を
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
も
目

を
向
け
た
い
。
一
っ
に
は
、
各
話
ご
と
に
「
　
事
」
と
い
う
形
で
小
題
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
雑
談
集
』
の
「
和
寄
は
有
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興
事
」
（
上
巻
）
「
和
寄
は
好
て
無
レ
益
事
有
事
」
（
上
巻
）
と
い
う
小
題
は
『
袋
草
紙
』
に
あ
る
「
和
寄
ハ
有
レ
興
事
也
」
「
和
歌
好
テ

有
二
無
益
事
一
」
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
袋
草
紙
』
に
題
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
二
箇
所
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
『
雑
談
集
」
は

「
袋
草
紙
』
に
倣
っ
て
す
べ
て
の
話
に
小
題
を
付
し
て
お
り
、
い
わ
ば
『
袋
草
紙
』
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
『
袋
草
紙
』
で
は
読
み
づ
ら
く
、
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
り
よ
く
し
、
読
み
や
す
く
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
い

ま
一
つ
は
、
同
類
説
話
が
ま
と
ま
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
袋
草
紙
』
に
も
み
ら
れ
た
が
、
『
雑
談
集
』
は
よ
り
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濃
厚
に
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
志
村
有
弘
氏
の
指
摘
す
る
例
で
少
し
ば
か
り
述
べ
て
み
る
と
、
下
巻
の
「
大
井
川
遊
覧
の
事
」
「
白

川
院
西
川
に
行
幸
の
事
」
の
連
続
す
る
話
は
お
の
お
の
藤
原
公
任
と
源
経
信
の
三
舟
の
才
を
扱
っ
て
お
り
、
『
袋
草
紙
』
で
は
連
続
し
て
は

出
な
い
。
ま
た
、
上
巻
の
「
道
雅
斎
宮
に
密
通
の
事
」
「
貞
信
公
御
寄
不
審
之
事
」
「
三
條
院
御
製
之
事
」
の
三
っ
の
話
は
い
ず
れ
も
秀
歌

と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
を
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
裏
に
は
、
密
通
の
事
が
あ
っ
た
故
に
秀
歌
が
詠
ま
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
実
際
は
他
人

の
作
ら
し
い
も
の
が
貞
信
公
や
三
条
院
の
詠
ん
だ
歌
と
し
て
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
た
な
ど
の
事
情
が
あ
り
、
特
に
後
の
二
話
は
共
通
す
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
な
お
、
こ
の
三
話
も
『
袋
草
紙
』
で
は
連
続
し
て
配
置
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
志
村
氏
の
指
摘
に
は
な
い
が
、
『
袋
草

紙
』
に
な
い
話
で
同
類
説
話
が
ま
と
め
て
配
置
さ
れ
て
い
る
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
上
巻
の
「
顕
仲
寄
の
事
」
（
『
詞
花
集
』
に

取
材
）
「
平
基
綱
寄
の
事
」
（
『
金
葉
集
』
）
「
幼
少
娘
寄
よ
む
事
」
（
『
金
葉
集
』
）
「
八
っ
に
成
娘
寄
よ
む
事
」
（
『
袋
草
紙
』
）
「
人
の
な
き
跡
に



て
留
よ
む
事
」
（
『
大
和
物
語
』
『
後
拾
遺
集
』
）
で
あ
る
。
最
初
の
話
は
娘
に
先
立
た
れ
た
父
の
歌
、
次
は
病
に
臥
し
た
時
の
歌
、
そ
の
次
は

瀕
死
の
幼
女
が
母
を
思
う
歌
、
そ
し
て
幼
女
が
歌
を
詠
ん
だ
前
話
と
の
関
連
か
ら
『
袋
草
紙
』
「
希
代
歌
」
の
「
八
つ
に
成
娘
嵜
よ
む
事
」

を
持
っ
て
来
て
（
『
雑
談
集
』
の
「
希
代
之
和
寄
の
事
」
で
は
「
八
つ
に
：
…
」
の
話
を
載
せ
て
い
な
い
。
重
複
を
避
け
た
の
で
あ
る
）
、

最
後
に
、
友
人
の
死
を
悼
ん
だ
話
と
能
囚
の
陸
奥
再
下
向
の
際
に
武
隈
の
松
が
な
く
な
っ
て
い
た
話
と
を
持
つ
「
人
の
な
き
跡
に
て
寄
よ

む
事
」
で
、
こ
の
話
群
を
締
め
括
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
八
つ
に
…
…
し
の
話
は
『
袋
草
紙
』
に
「
幼
児
歌
」
と
し

て
、　

　
　
　
神
無
月
時
雨
降
ま
も
く
る
＼
日
を
君
待
ほ
ど
は
な
が
し
と
ぞ
思
ふ

　
　
　
是
は
人
の
子
の
八
に
成
け
る
が
、
母
の
物
へ
行
た
る
を
待
兼
て
、
時
雨
の
し
け
る
日
読
る
也
。

　
　
　
　
鶯
よ
な
ど
さ
は
な
く
ぞ
乳
や
ほ
し
き
こ
な
べ
や
ほ
し
き
母
や
恋
し
き

　
　
　
是
は
ま
ま
母
の
許
に
有
り
け
る
に
、
庭
前
に
っ
ち
な
べ
の
有
り
け
る
に
、
我
腹
の
子
に
は
と
ら
せ
て
此
継
子
に
は
と
ら
せ
ざ
り
け

　
　
　
れ
ば
、
鶯
の
蹄
く
を
聞
き
て
よ
め
る
う
た
也
。

と
み
え
る
が
、
『
雑
談
集
』
に
は
、
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或
人
の
妻
身
ま
か
り
て
亦
こ
と
妻
を
む
か
へ
た
り
け
る
。
そ
の
娘
と
は
じ
め
の
妻
の
娘
と
庭
に
出
て
あ
そ
び
け
る
に
、
継
母
我
娘

　
　
　
に
土
な
べ
の
あ
り
け
る
を
と
ら
せ
、
ま
ま
子
に
は
と
ら
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
鶯
の
鳴
を
き
＼
て
か
く
ぞ
よ
み
け
る
、

　
　
　
　
鶯
よ
な
ど
さ
は
鳴
ぞ
乳
や
ほ
し
き
こ
な
べ
や
ほ
し
き
母
や
こ
ひ
し
き

と
あ
り
、
「
神
無
月
」
の
歌
の
話
は
み
え
な
い
。
「
神
無
月
」
の
歌
は
『
俊
頼
髄
脳
』
、
「
鶯
よ
」
の
歌
は
『
西
行
上
人
談
抄
』
『
俊
頼
髄
脳
』
に

も
み
え
て
ぢ
、
前
者
に
っ
い
て
は
一
袋
草
紙
一
と
ほ
ぼ
同
じ
記
述
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
一
談
抄
一
に
「
小
努
た
ど
く
あ
ゆ
み

し
た
る
体
の
歌
　
鶯
よ
な
ど
さ
は
鳴
く
ぞ
ち
や
ほ
し
き
こ
な
べ
や
ほ
し
き
母
や
恋
し
き
　
此
歌
は
貫
之
が
女
の
九
に
て
よ
め
る
な
り
。
俊
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頼
朝
臣
は
此
歌
詠
じ
て
落
涙
し
け
り
」
と
あ
っ
て
お
よ
そ
『
袋
草
紙
』
と
違
っ
て
お
り
、
『
髄
脳
』
は
『
袋
草
紙
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

『
雑
談
集
』
は
こ
れ
ら
と
は
違
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
継
子
の
話
を
採
り
入
れ
る
に
際
し
て
、
前
話
の
幼
女
の
死
と
も
関
連
づ
け
る
意
味
ら
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か
で
あ
ろ
う
、
「
或
人
の
妻
身
ま
か
り
て
亦
こ
と
妻
を
む
か
へ
た
り
け
る
」
と
書
き
加
え
、
そ
し
て
「
神
無
月
」
の
歌
を
詠
ん
だ
子
に
よ
っ

て
こ
の
話
を
八
歳
の
子
供
に
関
す
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
編
者
の
編
纂
態
度
が
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
同
類
説
話

が
ま
と
め
て
配
置
さ
れ
て
い
る
例
を
い
ま
一
っ
挙
げ
て
み
よ
う
。
同
じ
く
上
巻
の
「
男
に
捨
ら
れ
無
便
女
寄
よ
む
事
」
「
丹
後
に
て
式
部

寄
の
事
」
「
藤
原
賢
子
寄
の
事
」
の
三
話
が
連
続
し
て
配
置
さ
れ
て
あ
る
。
最
初
の
話
は
男
に
捨
て
ら
れ
た
女
が
瀕
死
の
床
で
詠
ん
だ
歌

を
男
に
遣
わ
す
話
（
『
後
拾
遺
集
』
）
、
次
は
「
和
泉
式
部
保
昌
が
妻
と
な
り
丹
後
に
あ
り
し
時
、
明
日
狩
せ
ん
と
い
ひ
け
る
夜
、
鹿
の
鳴

を
き
＼
て
詠
レ
之
　
こ
と
は
り
や
い
か
で
か
鹿
の
な
か
ざ
ら
ん
今
夜
計
の
命
と
お
も
へ
ば
」
と
い
う
話
（
『
後
拾
遺
集
』
）
で
あ
り
、
最
後

は
病
に
臥
し
た
賢
子
が
見
舞
の
手
紙
に
対
し
て
歌
を
詠
ん
だ
話
（
『
金
葉
集
』
）
で
あ
り
、
こ
こ
も
三
語
の
共
通
点
は
病
と
死
に
あ
る
。
同

じ
内
容
を
も
っ
前
の
話
群
と
こ
れ
を
合
わ
せ
る
と
七
っ
の
話
に
な
り
、
し
か
も
他
に
取
材
し
て
お
り
、
編
者
が
こ
う
ま
で
し
た
の
は
『
袋

草
紙
』
に
こ
う
い
う
内
容
の
話
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
は
各
方
面
の
和
歌
説
話
を
集
め
よ
う
と
し
た
編
者
の
意

図
と
考
え
て
な
ん
ら
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
和
歌
説
話
集
と
し
て
『
袋
草
紙
』
を
超
え
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え

て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

二
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次
に
、
別
の
面
か
ら
編
纂
態
度
を
み
て
み
よ
う
。
『
雑
談
集
』
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
十
訓
抄
』
や
『
無
名
抄
』
を
編

集
の
重
要
な
資
料
と
し
て
い
る
。
特
に
『
十
訓
抄
』
を
承
け
た
も
の
が
多
ノ
＼
「
有
二
和
寄
に
六
人
の
党
一
事
」
（
下
巻
）
は
そ
の
一
っ



で
あ
る
。
こ
の
話
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ウ
ネ
／
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ハ
ユ
ル

　
　
　
江
ノ
記
に
云
、
和
寄
の
道
に
取
て
、
往
年
六
人
の
党
あ
り
。
所
謂
、
範
永
、
棟
仲
、
頼
実
、
兼
長
、
経
衡
、
頼
家
等
也
。
年
を
ヘ

　
　
　
　
　
　
ト
毛
ガ
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セ
イ
キ
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コ
コ
ロ

　
　
　
て
後
、
此
輩
逝
去
し
て
頼
家
一
人
残
リ
た
り
け
る
に
、
為
仲
と
云
者
、
奥
州
よ
り
寄
を
頼
家
に
送
ル
。
吾
の
意
、
君
と
我
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ス

　
　
　
ま
じ
ひ
に
残
ル
よ
し
を
よ
め
り
。
頼
家
い
か
り
て
云
ク
、
為
伸
当
初
此
六
人
に
入
ず
、
君
と
我
と
生
残
ル
よ
し
、
安
か
ら
ぬ
事
と

　
　
　
て
、
返
寄
に
不
レ
及
と
云
々
。

で
あ
り
、
こ
の
有
名
な
話
は
『
袋
草
紙
』
に
も
あ
る
が
別
の
話
を
加
え
て
ふ
く
ら
ん
だ
形
に
な
っ
て
い
る
。
煩
を
厭
わ
ず
記
し
て
み
る

と
、　

　
　
江
記
云
、
往
年
有
二
六
人
党
一
。
範
永
、
棟
仲
、
頼
実
、
兼
長
、
経
衡
、
頼
家
等
也
。
至
二
頼
家
一
者
彼
党
頗
思
二
低
之
一
云

　
　
　
々
。
範
永
云
、
兼
長
常
有
下
到
二
佳
境
一
之
疑
上
。
此
経
衡
所
レ
怒
也
。
又
云
、
俊
恵
日
、
頼
家
又
称
二
此
由
一
。
為
仲
後
年
自
二

　
　
　
奥
州
一
送
二
歌
於
頼
家
許
一
。
歌
心
所
レ
遺
之
人
、
君
与
レ
我
也
と
云
々
。
頼
家
怒
て
日
、
為
仲
当
初
不
レ
入
二
此
六
人
一
。

　
　
　
今
称
二
君
与
レ
我
生
遺
之
由
一
、
不
レ
安
事
也
と
云
々
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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で
あ
る
。
『
十
訓
抄
』
（
「
可
レ
定
二
心
操
振
舞
一
事
」
）
は
『
雑
談
集
』
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
『
袋
草
紙
』
は
三
つ
の
話
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。
一
っ
は
頼
家
が
六
人
党
の
中
で
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
一
っ
は
範
永
が
兼
長
の
作
歌
技
量
を
低
く
評
価
し
て
い

る
こ
と
、
い
ま
一
っ
は
六
人
党
に
入
ら
な
っ
た
為
仲
が
六
人
党
の
中
で
た
だ
一
人
生
き
残
っ
て
い
る
頼
家
に
歌
を
送
っ
て
、
歌
の
精
神
を

知
っ
て
い
る
の
は
頼
家
と
為
仲
だ
け
だ
と
評
価
し
た
こ
と
に
対
し
て
頼
家
が
憤
慨
し
た
こ
と
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
兼
長
の
評
価
を

め
ぐ
っ
て
範
永
と
経
衡
の
対
立
の
み
ら
れ
る
話
も
そ
れ
な
り
に
お
も
し
ろ
い
が
、
興
味
深
い
の
は
な
ん
と
い
っ
て
も
最
後
の
話
で
あ
ろ

う
。
『
雑
談
集
』
の
編
者
は
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
六
人
党
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
話
の
焦
点
が
ぼ
け
て
し
ま
い

　
　
し
か
も
は
じ
め
の
二
つ
は
短
い
話
で
あ
る
　
　
、
興
味
が
そ
が
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
『
十
訓
抄
」

　
　
『
清
輔
雑
談
集
』
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聖
二
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四
四

を
見
た
と
こ
ろ
、
中
心
と
な
る
最
後
の
話
だ
け
が
採
ら
れ
て
お
り
（
こ
の
話
は
『
十
訓
抄
』
が
『
袋
草
紙
』
を
承
け
た
と
い
わ
れ
て
い

　
注
7

る
）
、
し
か
も
「
そ
の
結
末
を
『
袋
草
紙
』
は
、
六
人
党
の
中
に
数
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
為
伸
が
、
頼
家
に
歌
を
送
っ
て
お
互
い
を
同
格

扱
い
に
し
た
こ
と
に
対
す
る
、
頼
家
の
怒
り
の
言
葉
で
結
ん
で
い
る
の
に
、
『
十
訓
抄
』
は
、
「
返
歌
に
不
レ
及
け
る
」
と
い
う
言
葉
を
添

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
頼
家
の
怒
り
を
具
体
的
に
と
ら
え
て
い
る
」
と
い
う
指
樹
が
あ
る
よ
う
に
、
『
十
訓
抄
』
の
方
が
話
と
し
て
は
お
も

し
ろ
く
、
そ
の
た
め
こ
れ
に
拠
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
「
秀
歌
は
下
司
迄
う
と
ふ
事
」
（
上
巻
）
と
い
う
話
で
論
を
進
め
て
い
こ
う
。

　
　
　
元
慶
は
大
山
別
当
也
。
つ
く
し
に
て
郭
公
を
詠
ズ
。

　
　
　
　
我
宿
の
垣
ね
な
過
そ
ほ
と
と
ぎ
す
い
づ
れ
の
門
も
お
な
じ
卯
花

　
　
　
其
後
上
洛
の
時
、
山
崎
辺
に
て
此
歌
を
下
女
臼
引
ま
わ
し
て
う
と
ふ
。
元
慶
こ
れ
を
き
き
て
拭
叱
涙
ヲ
よ
ろ
こ
び
け
る
と
ぞ
。

と
あ
っ
て
元
慶
に
関
す
る
話
は
こ
れ
で
終
っ
て
い
る
。
こ
の
話
は
『
十
訓
抄
』
に
は
出
な
い
。
『
袋
草
紙
』
は
こ
の
引
用
部
分
ま
で
は
ほ

ぽ
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
引
き
続
い
〔
こ
の
歌
に
っ
い
て
の
『
難
後
拾
遺
』
の
説
を
紹
介
す
る
。

　
　
　
此
歌
筑
紫
に
侍
る
時
、
良
邊
我
歌
と
な
む
い
ふ
と
き
㌧
て
是
は
古
歌
と
こ
そ
聞
し
か
と
云
侍
し
か
ば
、
七
十
法
師
の
若
き
上
に
て

　
　
　
よ
み
た
り
し
か
ば
、
古
歌
と
申
、
塵
言
な
ら
ず
と
申
を
、

「
難
後
拾
遺
』
の
著
者
源
経
信
は
「
我
宿
の
」
の
歌
は
古
歌
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
良
遅
に
質
し
た
と
こ
ろ
、
彼
は
七
十
歳
の
彼
が
昔

詠
ん
だ
の
で
古
歌
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
と
答
え
た
。
そ
こ
で
こ
の
歌
の
入
る
『
後
拾
遺
集
』
の
撰
者
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

　
　
　
実
源
律
師
、
筑
紫
に
有
し
時
、
元
慶
正
し
く
読
た
る
也
と
申
せ
ば
、
其
由
を
存
ず
る
也
と
云
々
。

と
答
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
経
信
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
出
し
た
。

　
　
　
実
源
、
資
通
大
弐
任
二
下
向
、
良
邊
が
日
二
吾
歌
一
之
事
其
前
也
。
良
遅
が
歌
を
書
て
出
せ
り
け
る
に
や
。
元
慶
僻
事
也
、



　
　
　
云
々
。

実
源
の
筑
紫
下
向
は
源
資
通
が
大
宰
大
弐
の
任
に
あ
っ
た
と
き
な
の
で
良
邊
が
自
作
だ
と
い
っ
た
年
代
よ
り
も
の
ち
の
こ
と
で
あ
り
、
元

慶
が
良
邊
の
歌
を
盗
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
『
難
後
拾
遺
』
は
『
後
拾
遺
集
』
に
不
満
を
抱
き
、
そ
の
中
の
歌
を
と
り
挙
げ
て

論
難
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
清
輔
は
こ
の
話
を
書
き
付
け
そ
し
て
『
難
後
拾
遺
』
の
作
者
名
批
難
を
付
記
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
付
記
に
よ
っ
て
良
遅
作
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
読
者
に
は
元
慶
の
感
激
し
た
こ
と
の
意
味
が
解
せ
ず
、
こ
の
話
の
興

味
が
半
減
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
と
思
う
。
だ
が
、
異
説
が
あ
る
の
を
知
っ
て
い
る
清
輔
に
と
っ
て
は
け
っ
し
て
無
視
し
て
し
ま
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
歌
学
者
と
し
て
良
識
あ
る
態
度
と
い
え
よ
う
。
む
し
ろ
彼
に
と
っ
て
は
こ
の
異
説
に
興
味
が
あ
る
の

で
あ
り
、
一
方
、
『
雑
談
集
』
の
編
者
に
は
、
自
分
の
歌
が
下
女
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
の
に
感
激
し
た
元
慶
の
話
だ
け
が
お
も
し

ろ
い
の
で
あ
っ
て
、
『
難
後
拾
遺
』
の
い
わ
ば
論
証
風
な
批
評
は
蛇
足
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
を
無
視
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ

く
ま
で
も
説
話
に
重
点
を
お
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
現
に
元
慶
の
話
の
あ
と
に
、
「
秀
寄
は
下
司
迄
う
と
ふ
事
」
に
あ
う
よ
う
な
話
を

載
せ
て
い
る
。

　
　
　
　
世
中
は
う
き
身
に
そ
へ
る
か
げ
な
れ
や
お
も
ひ
す
っ
れ
ど
は
な
れ
ざ
り
け
り

　
　
　
と
い
ふ
俊
頼
朝
臣
の
歌
を
、
か
が
み
の
く
ぐ
っ
ど
も
の
神
落
う
た
ひ
け
れ
ば
、
俊
頼
き
嘉
ひ
て
、
い
た
り
く
に
け
る
も
の

　
　
　
か
な
と
て
い
み
じ
う
よ
ろ
こ
び
給
ふ
と
な
ん
。

　
こ
れ
は
『
無
名
抄
』
に
取
材
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
続
け
て
同
じ
く
『
無
名
抄
』
に
拠
っ
て
永
縁
僧
正
と
敦
頼
入
道
の
話
を
載
せ

て
い
る
。
い
ま
一
例
挙
げ
て
み
よ
う
。
「
式
部
赤
染
和
寄
勝
劣
の
事
」
（
上
巻
）
は
藤
原
定
頼
が
父
藤
原
公
任
に
和
泉
式
部
と
赤
染
衛
門
の

歌
の
優
劣
を
尋
ね
る
こ
と
か
ら
こ
の
話
が
始
ま
る
。
公
任
は
同
列
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
式
部
の
「
津
の
国
の
こ
や
と
も

人
を
い
ふ
べ
き
に
ひ
ま
こ
そ
な
け
れ
葦
の
八
重
ぷ
き
」
を
誉
め
て
お
り
、
彼
女
の
方
を
高
く
評
価
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

　
　
『
清
輔
雑
談
集
』
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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あ
と
に
、
良
邊
が
赤
染
の
方
は
歌
合
や
屏
風
歌
に
秀
歌
が
多
い
の
で
彼
女
が
優
れ
て
い
る
と
述
べ
た
話
を
『
江
記
』
か
ら
引
用
し
、
最
後

に
清
輔
の
考
え
を
述
べ
る
。

　
　
　
ア
ン
ズ
ル
　
　
コ
レ
ヲ
　
ア
ヲ
イ
デ
　
　
シ
ン
ズ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ツ
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
Ψ
シ

　
　
　
予
案
レ
之
、
　
仰
可
レ
信
二
大
檀
言
（
注
、
公
任
）
ノ
説
一
。
何
ゾ
良
遅
が
義
に
つ
か
ん
や
。
但
ま
こ
と
に
も
寄
合
の
ご
と
く

　
　
　
な
ら
ば
赤
染
た
し
か
な
る
寄
よ
み
也
。
又
式
部
が
寄
度
々
寄
合
に
い
ら
ず
。
花
山
院
井
長
元
等
也
。

「
袋
草
紙
』
も
こ
こ
ま
で
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
（
『
十
訓
抄
』
に
は
出
な
い
）
最
後
の
文
の
「
花
山
院
」
と
は
「
花
山
院
歌
合
」
（
こ
の

実
態
は
は
っ
き
り
し
な
い
）
、
「
長
元
」
と
は
長
元
八
年
五
月
十
六
日
に
藤
原
頼
通
第
で
行
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
賀
陽
院
歌
合
」
（
資
料
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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残
っ
て
い
る
た
め
実
態
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
）
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
式
部
の
歌
は
『
和
泉
式
部
集
』
（
榊
原
家
本
）
に
「
花

山
院
歌
合
、
七
月
七
目
」
と
あ
り
、
『
続
詞
花
集
』
（
清
輔
撰
）
に
「
花
山
院
歌
合
の
時
、
露
を
よ
み
侍
り
け
る
」
と
み
え
て
お
り
、
こ
れ

ら
に
よ
る
か
ぎ
り
、
「
花
山
院
歌
合
」
に
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
「
賀
陽
院
歌
合
」
に
は
彼
女
の
歌
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ

な
い
。
さ
て
、
最
後
の
一
文
が
前
文
と
ど
う
繋
っ
て
い
る
か
を
こ
こ
で
問
題
に
し
よ
う
。
『
袋
草
紙
注
釈
』
の
「
通
釈
」
で
は
、
「
花
山

院
井
長
元
等
也
」
を
「
彼
女
の
歌
が
は
い
っ
た
の
は
世
に
い
う
「
花
山
院
歌
合
』
『
長
元
歌
合
』
な
ど
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
ど
う
だ
ろ

う
。
清
輔
の
撰
し
た
『
続
詞
花
集
』
に
前
述
の
と
お
り
み
え
る
こ
と
か
ら
、
清
輔
が
「
花
山
院
歌
合
」
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い

は
ず
は
な
い
と
考
え
て
、
こ
う
い
う
解
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
で
は
、
「
度
々
寄
合
に
い
ら
ず
」
そ
し
て
「
（
入
っ
た
の

は
）
花
山
院
丼
長
元
等
也
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
屈
折
し
た
文
脈
と
な
り
、
両
文
の
続
き
具
合
が
必
ず
し
も
し
っ
く
り
と
は
い
か
ず
、

ま
た
、
資
料
の
残
っ
て
い
る
「
賀
陽
院
歌
合
」
に
一
首
も
み
え
な
い
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
い
ま
、
式
部
の
歌
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⑧
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が
入
ら
な
か
っ
た
「
度
々
可
可
合
」
の
例
と
し
て
「
花
山
院
井
長
元
等
」
の
歌
合
が
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
り
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
・
『
雑
談
集
』
は
こ
の
あ
と
「
紫
式
部
目
記
二
云
ク
…
…
」
と
し
て
『
紫
式
部
目
記
』
に
あ
る
有
名
な
和
泉
式
部
評
の
一
部
を
載

せ
て
い
る
。
「
紫
式
部
日
記
二
云
ク
…
・
：
」
は
『
袋
草
紙
』
諸
本
の
う
ち
の
多
く
の
本
に
頭
註
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
編
者
は
こ
れ
を



採
っ
た
の
で
あ
る
。
『
雑
談
集
』
は
こ
れ
で
「
式
部
赤
染
和
寄
勝
劣
の
事
」
の
話
を
終
る
が
、
『
袋
草
紙
』
に
は
実
は
こ
の
あ
と
に
、

　
　
　
但
長
元
歌
合
時
・
有
二
中
宮
亮
為
善
、
権
亮
兼
房
、
大
進
義
通
、
蔵
人
橘
季
通
、
源
頼
家
、
平
経
章
一
。
此
輩
歌
不
レ
入
云
々
。

と
い
う
文
が
あ
る
・
こ
の
部
分
は
「
但
長
元
歌
合
時
一
か
ら
み
て
前
文
の
「
花
山
院
井
長
元
等
也
一
か
ら
の
続
き
で
あ
り
、
「
予
案
レ

之
一
の
内
容
と
考
え
ら
れ
る
。
為
善
以
下
五
人
の
者
は
方
人
や
員
刺
と
し
て
確
か
に
「
長
元
歌
合
一
に
参
加
し
て
い
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ

も
勅
撰
集
に
入
集
し
て
い
る
歌
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
歌
合
に
は
歌
が
採
ら
れ
な
か
つ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
部
分
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
は
・
彼
ら
は
「
長
元
歌
合
」
に
歌
人
と
し
て
参
加
す
る
べ
き
人
物
で
あ
る
が
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
ふ
う

に
読
み
と
れ
よ
う
。
そ
し
て
式
部
の
こ
と
を
述
べ
た
箇
所
に
戻
つ
て
合
せ
考
、
一
ん
る
と
、
式
部
も
こ
れ
ら
の
歌
合
（
特
に
「
長
元
歌
合
」
）

に
歌
人
と
し
て
歌
が
採
ら
れ
る
べ
き
だ
が
、
そ
う
な
・
、
ノ
な
か
つ
た
の
は
、
彼
ら
の
例
か
ら
み
て
け
つ
し
て
下
手
な
歌
人
で
あ
つ
た
か
ら
で

は
な
い
と
い
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
っ
ま
り
式
部
を
弁
護
す
る
た
め
に
、
こ
の
但
し
書
き
が
必
要
で
あ
つ
た
と
考
え
た
い
の

で
あ
る
・
清
輔
は
前
引
の
文
か
ら
も
わ
か
至
う
に
、
式
部
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
す
る
公
任
の
評
価
に
賛
成
し
て
盲
、
こ
こ
か
ら
も

右
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
雪
れ
吉
。
ま
た
こ
う
考
え
る
と
、
「
花
山
院
井
長
元
等
也
一
の
前
文
と
の
繋
り
は
前
述
の
私
の
喋

が
よ
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
・
「
但
長
元
歌
合
時
…
…
」
は
『
雑
談
集
』
に
は
な
い
が
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
「
但
、
」
と
い
う
論
証
風
な
箇
所

が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
清
輔
の
式
部
弁
護
に
一
っ
の
論
拠
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
け
つ
し
て
省
略
し
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る
・
と
こ
ろ
が
・
『
雑
談
集
』
の
編
者
は
少
く
と
も
前
の
部
分
の
続
き
で
あ
る
と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
箇
所
で
あ
る
と
は
ま

一
た
く
気
付
か
ず
・
単
な
る
備
忘
録
的
な
記
事
－
「
長
元
歌
合
一
が
問
題
に
な
つ
た
っ
い
で
に
、
そ
れ
に
歌
の
入
ら
な
か
つ
た
勅
撰
集

歌
人
霊
え
書
き
風
に
記
し
た
と
思
い
こ
み
、
「
紫
式
菅
記
云
－
－
一
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
和
泉
式
部
の
話
と
し
て
は
こ

れ
で
こ
と
足
れ
り
毒
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
歌
学
者
的
な
態
度
と
は
お
よ
そ
異
な
つ
た
立
場
に
拠
り
か
か
つ
て
い
た
者
の
所
為
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七

　
　
『
清
輔
雑
談
集
』
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て
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四
八

あ
ろ
う
。

　
次
に
、
『
雑
談
集
』
が
『
十
訓
抄
』
に
拠
っ
て
、
あ
る
部
分
だ
け
を
補
っ
た
例
を
挙
げ
て
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
い
こ
う
。
「
顕
基
出

家
の
事
」
（
下
巻
）
は
、

　
　
　
　
　
　
ア
キ
モ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ン
シ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ウ
ギ
ョ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ツ
シ

　
　
　
中
納
言
顕
基
は
後
一
条
院
近
習
之
臣
也
。
而
，
一
長
元
元
年
四
月
七
日
院
崩
御
。
同
ク
廿
二
日
二
奉
〃
遷
二
上
東
門
院
4
。
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ク
ル
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
ロ
ウ
キ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ソ
ゴ

　
　
　
日
於
二
大
原
4
出
家
。
生
年
三
十
七
也
。
時
ノ
人
落
涙
と
云
々
。
其
後
横
川
に
籠
居
之
比
、
（
中
略
）
此
人
道
心
堅
固
に
し
て
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
・
『
ゲ

　
　
　
に
は
上
の
だ
い
ご
に
住
て
往
生
を
遂
ら
れ
け
る
と
也
。
（
後
略
）

と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
最
後
の
「
此
人
…
…
」
の
部
分
が
『
袋
草
紙
』
に
は
「
此
人
本
よ
り
道
心
之
者
と
云
々
」
と
あ
り
、
少

し
は
違
っ
て
い
る
が
他
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
の
で
『
袋
草
紙
』
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
部
分
は
、
『
十
訓
抄
』
（
「
可
レ

存
二
忠
信
・
廉
直
旨
一
事
」
）
に
「
後
に
は
、
上
の
醍
醐
に
住
て
、
往
生
を
と
げ
て
け
り
」
と
あ
り
、
「
此
人
本
よ
り
…
…
」
に
こ
れ
を

付
加
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
顕
基
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
は
万
人
の
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
上
の
醍
醐
寺
に
住
ん
で
そ
し
て
そ

こ
で
往
生
を
遂
げ
た
こ
と
を
っ
け
足
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま
一
例
、
「
寄
を
難
じ
て
閉
口
の
事
」
（
上
巻
）
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
同
時
の
御
屏
風
の
寄
、
擦
衣
の
所
兼
盛
詠
云
、

　
　
　
　
衣
う
つ
べ
き
時
や
き
ぬ
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
ク
ダ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
サ
ヘ
テ
フ
デ
　
　
　
ゲ
ン
ザ
イ
ウ
ッ
コ
モ
ロ

　
　
　
紀
ノ
時
文
、
件
の
色
紙
形
を
書
時
、
抑
レ
筆
云
、
見
在
擦
衣
を
し
て
衣
う
っ
べ
き
時
や
き
ぬ
ら
ん
と
詠
ず
る
の
条
、
如
何
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ル
ル
　
　
ト
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ン
杉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
マ
ム
カ
ヘ

　
　
　
乃
テ
兼
盛
に
被
レ
問
の
処
に
申
て
云
、
貫
之
延
喜
の
御
時
、
御
屏
風
駒
迎
の
所
に
、
今
や
ひ
く
ら
ん
も
ち
月
の
駒
と
詠
ぜ
し

　
　
　
に
、
有
ユ
此
難
一
歎
、
如
何
。
ホ
今
時
文
閉
口
。
殊
に
時
文
は
貫
之
が
子
に
て
、
か
く
難
じ
け
る
、
い
よ
い
よ
恥
辱
と
也
。

　
こ
の
有
名
な
話
は
、
『
袋
草
紙
』
は
「
子
レ
時
時
文
閉
口
云
々
」
で
結
ぷ
が
、
『
十
訓
抄
』
（
「
可
レ
誠
二
人
上
多
言
等
一
事
）
で
は

「
時
文
口
を
と
ぢ
っ
。
し
か
も
時
文
は
貫
之
が
子
に
て
、
か
く
難
じ
た
り
け
る
、
い
よ
い
よ
あ
さ
か
り
け
り
」
で
結
ば
れ
て
い
る
（
『
十



訓
抄
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
『
古
今
著
聞
集
』
は
こ
の
話
全
体
が
『
十
訓
抄
』
と
酷
似
す
る
）
。
『
雑
談
集
』
の
編
者

は
『
十
訓
抄
』
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
少
し
変
え
て
付
記
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
文
が
貫
之
男
で
あ
る
こ
と
を
あ
え
て
示
す
こ
と
に
よ
っ

て
時
文
の
不
名
誉
を
強
調
し
、
話
を
お
も
し
ろ
く
す
る
こ
と
に
ね
ら
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
『
袋
草
紙
』
「
雑
談
」
に
あ
り
な
が
ら
『
雑
談
集
』
に
採
ら
れ
て
い
な
い
話
を
挙
げ
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
猿
丸
大
夫
家
集
、
最
先
歌

　
　
　
　
白
菅
の
ま
の
㌧
萩
原
行
さ
こ
さ
君
こ
そ
み
ら
め
ま
の
㌧
萩
原

　
　
　
此
歌
如
二
万
葉
集
一
、
高
市
黒
人
妻
歌
也
。
若
猿
丸
大
夫
件
人
歎
。
然
者
女
房
也
。
而
如
二
家
集
一
者
送
二
女
許
一
之
歌
、
而

　
　
　
已
男
也
。
集
失
歎
。
（
以
下
略
）

　
こ
れ
は
ま
っ
た
く
説
話
的
部
分
を
含
ま
ず
、
あ
ま
り
に
も
歌
学
的
に
過
ぎ
、
そ
の
た
め
『
雑
談
集
』
に
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
次
の
例
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
予
金
葉
詞
花
両
度
之
撰
逢
二
干
載
一
遇
一
空
過
レ
之
、
遺
恨
第
一
也
。
初
幼
少
、
後
ハ
撰
集
者
之
子
息
歌
無
二
入
レ
之
例
一
云

　
　
　
々
。
大
愁
。
曽
祖
父
隆
経
朝
臣
後
拾
遺
作
者
、
将
作
又
入
レ
之
。
故
左
京
金
葉
集
作
者
。
四
代
之
箕
嚢
至
二
予
之
時
一
闘
レ

　
　
　
之
。
遺
恨
云
々
。

　
こ
れ
は
三
代
も
続
い
た
勅
撰
集
入
集
と
い
う
偉
業
が
清
輔
の
代
に
な
っ
て
途
絶
え
て
し
ま
う
こ
と
を
嘆
い
た
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
話
と

し
て
お
も
し
ろ
く
、
採
ら
れ
る
可
能
性
も
大
い
に
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
ず
〕
予
」
と
あ
っ
て
そ
れ
か
ら
「
遺
恨
第
一
」
「
大
愁
」

「
遺
恨
」
と
続
け
て
出
て
き
て
お
り
、
あ
ま
り
に
も
個
人
的
事
情
に
終
始
し
て
お
り
、
か
つ
感
情
的
で
あ
っ
て
単
な
る
愚
痴
話
に
終
っ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
点
が
編
者
の
嫌
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ま
一
例
、
同
様
な
例
を
挙
げ
よ
う
。

　
　
　
予
追
二
先
雌
一
、
叙
位
之
時
、
故
鳥
羽
院
申
文
二
副
之
歌

　
　
『
清
輔
雑
談
集
』
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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五
〇

　
　
　
　
や
へ
く
の
人
だ
に
の
ぼ
る
位
山
老
ぬ
る
身
に
は
く
る
し
か
り
け
り

　
　
　
是
有
二
募
申
事
一
四
位
二
度
々
漏
了
。
昆
弟
等
ハ
到
二
四
晶
一
無
二
聴
事
一
思
て
所
レ
詠
レ
之
。
賢
有
二
御
感
一
、
其
後
叙
二

　
　
　
四
晶
一
。
仰
云
、
重
代
者
か
た
ほ
な
る
事
だ
に
あ
り
、
尤
有
レ
興
之
歌
体
難
二
別
様
一
御
哀
憐
之
至
歎
。
此
所
望
之
始
二
仰
て

　
　
　
云
、
是
ハ
歌
読
之
男
歎
。
為
二
此
道
之
宗
一
者
也
。
尤
可
レ
然
云
々
。
其
後
空
漏
と
云
々
。
又
取
二
御
気
色
一
之
処
、
和
歌
凡

　
　
　
事
忘
却
申
と
云
々
。
如
レ
此
毎
度
和
歌
出
来
之
故
、
乍
レ
恐
所
二
進
覧
一
也
。
末
代
勝
事
也
。
世
以
珍
重
之
由
謹
歌
と
云
々
。

お
よ
そ
の
意
味
は
、
弟
が
す
で
に
四
位
に
な
一
て
お
り
、
清
輔
も
四
位
に
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
「
や
一
く
の
一
の
歌
を
さ
し
あ
げ

た
と
こ
ろ
、
や
っ
と
念
願
が
か
な
え
ら
れ
た
。
以
前
に
も
二
度
ほ
ど
歌
を
献
上
し
た
が
、
い
ず
れ
も
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、

除
目
の
度
ご
と
に
歌
を
献
上
す
る
の
は
珍
し
い
こ
と
だ
と
人
々
は
誉
め
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
歌
で
わ
が
身
の
不
遇
を
訴
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
四
位
に
叙
さ
れ
た
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
充
分
に
説
話
に
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
雑
談
集
」
に
採

ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
や
は
り
前
の
話
と
同
様
、
あ
ま
り
に
も
個
人
的
な
話
に
偏
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か

ら
い
え
る
こ
と
は
、
た
と
え
説
話
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
っ
て
も
、
清
輔
個
人
が
前
面
に
出
る
話
を
嫌
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。　

こ
の
よ
う
に
、
『
雑
談
集
』
は
「
袋
草
紙
』
「
雑
談
」
に
依
拠
し
て
い
る
と
は
い
い
な
が
ら
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
も
の
も
あ
れ
ば

採
用
し
な
い
の
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
あ
る
一
部
分
を
削
っ
た
り
あ
る
い
は
他
の
資
料
に
よ
っ
て
一
部
分
を
補
っ
て
い
る
な
ど
、
手
を
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
　
　
　
6
　
　
　
⑧

え
た
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
こ
れ
は
和
歌
説
話
集
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
形
に
整
え
よ
う
と
す
る
編
者
の
態
度
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
っ

い
で
な
が
ら
、
今
ま
で
の
『
袋
草
紙
」
と
の
比
較
の
上
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
袋
草
紙
」
は
た
と
え
「
雑
談
」

部
で
あ
っ
て
も
歌
学
的
要
素
の
濃
い
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
き
た
い
。



三

　
『
雑
談
集
」
の
説
語
集
的
要
素
を
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
別
の
面
か
ら
こ
の
書
物
の
性
格
を
考
え
て
み
た
い
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
注
1
0

る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
『
袋
草
紙
』
に
出
る
和
歌
に
不
完
全
な
も
の
が
多
い
が
、
『
雑
談
集
』
で
は
そ
れ
が
完
壁
な
形
で
示
さ
れ
る
こ
と
が

よ
く
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
範
永
秀
吾
の
事
」
（
下
巻
）
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ム
　
カ
ン
タ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
”
ニ
フ
イ

　
　
　
範
永
朝
臣
寄
に
は
、
谷
の
鶯
一
こ
ゑ
ぞ
す
る
染
二
肝
胆
、
一
、
以
二
此
寄
イ
彼
人
為
二
第
一
ノ
秀
寄
↓
之
由
、
年
来
心
中
二
所
レ

　
　
　
存
也
。
然
ど
も
余
ノ
人
必
し
も
不
レ
然
之
気
也
。
或
人
語
テ
云
ク
、
古
老
伝
話
二
云
ク
、
範
永
云
ク
、
我
身
今
生
の
秀
寄
ハ
此
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ズ
ト

　
　
　
也
と
称
す
と
云
。
愚
意
添
く
通
二
彼
ノ
意
ギ
。
深
く
自
愛
す
る
也
。

　
　
　
　
尋
ね
ぬ
る
宿
は
霞
に
う
づ
も
れ
て
谷
の
鶯
一
こ
ゑ
ぞ
す
る

　
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
『
袋
草
紙
」
と
同
じ
で
あ
る
の
で
こ
れ
に
拠
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
（
『
十
訓
抄
」
に
は
み
え
な
い
）
、
た
だ
こ
れ

に
は
「
尋
ね
ぬ
る
」
の
歌
が
完
全
な
形
で
示
さ
れ
て
い
な
い
。
『
雑
談
集
」
の
編
者
は
文
中
に
「
谷
の
鶯
一
こ
ゑ
ぞ
す
る
」
と
あ
る
だ
け

で
は
読
者
に
ど
う
い
う
歌
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
最
後
に
付
記
し
て
お
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
恵
心
僧
都
和
寄
を
好
み
給
ふ
事
」
（
上
巻
）
に
あ
る
あ
と
の
話
は
白
河
院
が
淀
に
方
違
の
行
幸
を
行
っ
た
五
月
の
あ
る
暁
こ
ろ
の
話

で
あ
る
。

　
　
ア
カ
ヅ
キ

　
　
　
暁
に
な
る
ほ
ど
に
、
む
か
ひ
の
方
に
時
鳥
一
こ
ゑ
ほ
の
か
に
鳴
て
、
す
ぐ
俊
頼
一
首
詠
ぜ
ま
ほ
し
く
お
ぼ
す
に
、
女
房
の
舟
の
中

　
　
　
よ
り
し
の
び
た
る
声
に
て
、
淀
の
わ
た
り
の
い
ま
だ
夜
ふ
か
き
に
と
な
が
め
ら
れ
た
り
。
時
に
の
ぞ
み
て
目
出
た
か
り
き
。
人
々

　
　
　
感
歎
し
て
い
ま
だ
忘
れ
ず
。
あ
た
ら
し
く
よ
み
た
ら
ん
に
は
ま
さ
れ
り
と
な
ん
い
は
れ
け
り
。
何
方
へ
鳴
て
行
ら
ん
郭
公
と
い
ふ

　
　
　
古
寄
の
末
な
る
べ
し
。

　
　
『
清
輔
雑
談
集
』
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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田
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五
二

　
こ
れ
は
『
袋
草
紙
」
と
は
か
な
り
異
っ
て
お
り
、
「
十
訓
抄
」
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
雑
談
集
」
の
「
何
方
へ
…
…
」
と

い
う
一
文
が
『
十
訓
抄
」
に
は
な
い
。
独
自
の
こ
の
一
文
は
、
女
房
の
謂
し
た
古
歌
の
本
旬
が
「
何
方
へ
鳴
て
行
ら
ん
郭
公
」
で
あ
ろ
う

と
推
測
す
る
旨
の
付
記
で
あ
っ
て
、
編
者
が
あ
え
て
こ
う
ま
で
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
歌
の
本
句
が
何
か
を
説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
以
上
に
、
こ
の
歌
を
諦
す
る
こ
と
が
こ
の
時
。
場
所
一
情
況
に
お
い
て
い
か
に
叶
っ
て
い
た
か
を
読
者
に
説
明
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
二
例
は
不
完
全
な
形
を
補
っ
た
と
い
う
点
を
と
り
た
て
て
検
討
し
て
み
た
が
、
こ
れ
と
は
違
っ
た
例
を
と
り
挙
げ
て
み
よ
う
。

「
袋
草
紙
』
で
説
明
す
る
と
、
下
野
守
で
あ
る
源
経
兼
の
も
と
に
都
か
ら
使
者
が
や
っ
て
来
た
が
、
彼
は
ろ
く
な
接
待
も
せ
ず
、
使
者
が

帰
ろ
う
と
す
る
時
に
な
っ
て
呼
び
と
め
た
の
で
、
使
者
が
戻
っ
て
行
く
と
、
「
あ
れ
見
給
へ
、
室
の
八
嶋
は
是
也
。
都
に
て
人
に
語
り
給

一
一
と
言
い
、
薯
は
「
弥
竪
気
有
て
出
一
て
行
一
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
「
十
訓
抄
」
も
ほ
ぼ
同
趣
旨
で
あ
り
、
「
い
よ
く
腹
立
し

て
か
へ
り
に
け
り
。
こ
れ
も
ま
た
、
か
た
は
ら
い
た
く
お
か
し
」
で
終
っ
て
い
る
。
『
雑
談
集
」
（
上
巻
「
室
の
八
嶋
の
事
」
）
は
「
袋
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ク
リ
ウ
ノ
キ

紙
一
に
拠
一
て
い
る
が
、
た
だ
「
い
よ
く
腹
立
気
あ
り
と
云
々
一
の
あ
と
に
「
落
　
い
か
で
か
は
お
も
ひ
あ
り
と
は
し
ら
す
べ
き

室
の
八
嶋
の
煙
な
ら
で
は
　
　
下
野
国
の
野
中
に
嶋
あ
り
。
清
水
の
出
て
気
の
立
が
け
ぷ
り
に
似
た
る
也
」
と
「
袋
草
紙
』
に
は
な
い
も

の
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
和
歌
を
完
全
な
形
に
し
て
示
す
と
い
う
前
例
と
は
違
う
。
「
い
か
で
か
は
」
の
歌
は
藤
原
実
方
作
で
『
詞

花
集
」
『
玄
々
集
」
『
古
来
風
躰
抄
」
に
採
ら
れ
て
お
り
、
秀
歌
で
あ
る
。
「
室
の
八
嶋
」
は
歌
枕
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
「
袋
草
紙
」
に

は
こ
れ
を
詠
ん
だ
歌
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
編
者
は
こ
の
秀
歌
を
採
り
あ
げ
て
説
明
し
、
か
っ
こ
の
歌
の
意
味
を
付
す
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
読
者
に
教
示
す
る
こ
と
を
考
え
て
の
所
為
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
袋
草
紙
』
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
、
た
と
え

ば
病
や
死
に
関
す
る
話
を
他
か
ら
多
く
取
材
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
一
っ
に
は
お
の
お
の
の
場
に
ふ
さ
わ
し

い
歌
の
あ
り
様
を
教
え
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
ま
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
『
詞
花
集
」
に
取
材
す
る
「
顕
仲
寄
の
事
」
（
上
巻
）
は
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ク

　
　
　
神
祇
伯
顕
伸
娘
に
を
く
れ
て
服
き
け
る
と
て
よ
め
る

　
　
　
　
あ
さ
ま
し
や
君
に
き
す
べ
き
墨
染
の
衣
の
袖
を
わ
が
ぬ
ら
す
哉

と
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
「
金
葉
集
」
に
拠
る
「
藤
原
賢
子
寄
の
事
」
（
上
巻
）
も
、

　
　
　
賢
子
病
に
ふ
し
て
よ
ろ
づ
心
ぼ
そ
く
お
ぼ
し
め
し
げ
る
に
、
人
の
許
よ
り
如
何
と
と
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
、
か
く
詠
じ
給
ふ
寄
、

　
　
　
　
い
に
し
べ
は
月
を
の
み
こ
そ
な
が
め
し
か
今
は
日
を
ま
つ
我
身
也
け
り

と
あ
っ
て
短
い
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
採
る
編
者
の
意
図
は
あ
る
い
は
そ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
雑
談
集
』
は
『
袋
草
紙
』
「
雑
談
」
に
依
拠
し
な
が
ら
和
歌
説
話
集
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
、
な
お
か
っ
説
話
を
読
ん
で
楽
し
ま
せ
る
だ
け
で
な
く
歌
に
関
す
る
手
引
き
書
的
な
も
の
を
編
む
っ
も
り
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
「
袋
草
紙
』
「
雑
談
」
が
そ
も
そ
も
和
歌
説
話
を
読
ま
せ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
基
に
し
て
「
作
歌
上
の
心
得
を
教
示
す
る
意

　
注
1
1

図
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
「
雑
談
集
」
に
お
い
て
は
こ
れ
が
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
と

い
え
よ
う
。

注
－
　
本
文
は
藤
岡
忠
美
先
生
・
芦
田
編
『
清
輔
雑
談
集
貞
享
二
隼
版
本
』
（
和
泉
書
院
刊
）
に
拠
る
。
な
お
、
「
雑
談
集
』

　
　
本
と
し
て
は
貞
享
二
年
本
と
安
政
五
年
本
が
あ
る
。

注
2
　
『
雑
談
集
』
の
成
立
は
江
戸
時
代
で
あ
り
、
あ
る
い
は
刊
行
時
の
貞
享
二
年
に
近
い
こ
ろ
か
と
す
る
考
え
が
あ
る
が

『
清
輔
雑
談
集
』
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て

に
写
本
は
伝
わ
ら
ず
、
版

（
小
沢
一
後
藤
⑤
島
津
・

　
　
　
五
三
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口
共
著
『
袋
草
紙
注
釈
下
』
の
「
解
題
」
）
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。
編
者
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

『
袋
草
紙
』
の
本
文
は
佐
佐
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
二
巻
に
拠
る
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

志
村
氏
『
清
輔
雑
談
集
』
（
芸
林
舎
刊
）

注
4
に
同
じ
。
小
沢
他
著
の
前
掲
書
。

『
十
訓
抄
』
の
本
文
は
永
積
安
明
先
生
校
訂
『
十
訓
抄
』
（
岩
波
文
庫
本
）
に
拠
る
。

永
積
先
生
「
『
十
訓
抄
』
の
世
界
」
（
『
中
世
文
学
の
可
能
性
』
所
収
）

注
7
に
同
じ
◎

『
私
家
集
大
成
中
古
皿
』
所
収
本
文
に
拠
る
。

注
5
に
同
じ
。

『
説
話
文
学
必
携
』
（
『
日
本
の
説
話
。
別
巻
』
）
の
「
袋
草
紙
」
項
（
上
野
理
氏
執
筆
）

五
四


