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条
藤
家
の
藤
原
清
輔
の
手
に
成
る
『
袋
草
紙
』
は
古
く
か
ら
歌
学
書
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
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に
関
す
る
研
究
は
必
ず
し
も
進
ん
で
い
る
と
は
い
い
が
た
く
、
十
口
く
は
諸
伝
本
の
整
理
や
成
立
論
、
ま
た
清
輔
の
伝
記
的
研
究
の
み
ら
れ
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た
程
度
で
あ
っ
た
が
、
よ
う
や
く
最
近
に
な
っ
て
注
釈
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
研
究
史
上
画
期
的
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
の
具
体
的
な
検
詞
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
と
え
ば
、
万
葉
集
や
古
今
集
等
勅
撰
集
の
成
立

に
関
し
て
「
故
撰
集
子
細
」
の
項
を
引
用
し
て
論
じ
ら
れ
、
ま
た
、
あ
る
歌
人
の
逸
語
を
「
雑
談
」
を
引
用
し
て
紹
介
す
る
と
い
う
程
度

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
袋
草
紙
は
上
巻
と
下
巻
よ
り
成
り
、
下
巻
は
上
巻
と
は
別
の
形
で
書
写
伝
来
し
て
い

　
　
　
　
注
4

る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
内
容
は
も
っ
ば
ら
歌
合
の
故
実
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
い
ま
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
上
巻
は
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種
々
の
内
容
か
ら
成
り
、
こ
れ
を
分
類
す
れ
ば
、
「
和
歌
会
事
」
　
「
題
目
読
様
事
」
か
ら
「
撰
集
故
実
」
ま
で
の
故
実
の
部
分
、
「
故
撰
集

子
細
」
　
「
人
丸
難
レ
及
二
大
同
朝
一
事
」
　
「
万
葉
或
称
二
大
同
朝
一
疑
二
桓
武
時
一
事
」
　
「
諸
集
人
名
不
審
」
の
歌
集
や
歌
人
の
考
証
的
部
分
、
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「
雑
談
」
の
和
歌
説
話
、
そ
し
て
「
希
代
和
歌
」
、
と
い
う
よ
う
に
四
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
上
巻
の
内
容
は
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
和
歌
の
百
科
事
典
と
い
う
趣
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
著
述
意
図
に
関
し
て
は
、
隆
経
－
顕
季
－
顕
輔
－
清
輔
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と
続
く
歌
の
家
と
し
て
、
次
代
に
教
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
穏
当
で
あ
ろ
う
。
げ
ん
に
故
実
の
部
分
の
「
和
歌
会

事
」
「
題
目
読
様
事
」
「
御
賀
歌
作
法
」
「
置
二
白
紙
一
作
法
」
な
ど
は
そ
の
色
が
濃
厚
で
あ
る
。
特
に
父
顕
輔
が
i
詞
花
集
の
撰
者
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
古
今
集
を
は
じ
め
と
す
る
勅
撰
集
を
い
わ
ぱ
実
証
的
に
論
じ
る
と
こ
ろ
に
も
、
そ
れ
が
麦
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
の
一
方
で
は
、
た
と
え
ば
清
輔
の
詠
ん
だ
「
人
し
れ
ず
物
思
ふ
折
も
あ
り
し
か
ど
子
の
事
計
り
悲
し
き
は
な
し
」
が
一
宇
違
わ
ず
、
詞

花
集
に
は
安
芸
の
詠
ん
だ
歌
と
し
て
入
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
「
甚
以
難
レ
堪
也
」
と
慣
潜
や
る
か
た
な
い
調
子
で
訴
え
る
部
分
も

あ
る
（
「
雑
談
」
）
。
こ
れ
は
撰
集
に
対
す
る
父
と
の
確
執
が
「
故
撰
集
子
細
」
の
〕
詞
花
集
L
の
項
に
み
え
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
あ
る

い
は
父
へ
の
不
満
が
書
か
せ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
「
雑
談
」
に
は
清
輔
自
身
の
自
慢
話
を
載
せ
る
こ
と
も
あ
っ
て
人
問
臭
い
話

も
ず
い
ぶ
ん
と
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
内
容
を
含
み
込
ん
で
い
る
が
、
袋
草
紙
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
い
ま

改
め
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ぱ
、
「
雑
談
」
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
和
歌
説
話
を
読
ん
で
楽
し
ま
せ
る
ね
ら
い
が
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あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
「
作
歌
上
の
心
得
を
教
示
す
る
」
意
図
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
り
、
後
者
の

意
図
に
つ
い
て
は
、
歌
学
書
で
あ
る
以
上
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
そ
の
顕
著
な
も
の
と
し
て
は
、
俊
頼
の
「
み
づ
の
海
と
お
つ
る

　
　
　
　
　
　
あ
ふ
べ
き
よ
し
も
な
し
と
き
㌧
し
に

涙
は
成
に
け
り
恋
し
き
人
も
な
み
と
聞
き
し
に
」
と
い
う
歌
に
つ
い
て
、
藤
原
公
実
は
「
み
づ
の
海
の
㌧
宇
お
そ
ろ
し
く
お
け
る
物
か

な
、
後
生
難
レ
置
字
を
と
云
々
」
と
批
評
す
る
話
、
ま
た
こ
れ
に
続
い
て
、
顕
輔
が
顕
季
の
許
で
詠
ん
だ
「
あ
ふ
と
見
て
現
の
か
ひ
は
な

け
れ
ど
も
は
か
な
き
夢
ぞ
命
な
り
け
り
」
と
い
う
歌
を
俊
頼
が
「
感
歎
し
て
云
、
人
は
う
つ
㌧
に
と
よ
ま
む
、
の
㌧
宇
油
螢
上
二
鼻
油
引

所
也
と
て
、
深
感
レ
之
云
々
」
と
い
う
話
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
話
を
ま
と
め
る
意
味
で
清
輔
は
「
詩
歌
ハ
只
一
字
也
」
と
評
す
る
。
こ
れ

ら
の
説
話
を
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
秀
歌
の
詠
み
よ
う
を
も
こ
こ
に
提
示
し
て
お
い
た
の
で
あ
り
、
特
に
後
者
は
父
の
自
慢
話
で
あ
る

の
で
、
こ
と
さ
ら
に
採
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
教
示
の
箇
所
は
随
処
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
雑
談
」
を
一
見

し
て
気
づ
く
こ
と
に
、
親
子
と
も
に
歌
人
で
あ
る
人
の
話
や
重
代
の
歌
人
に
関
す
る
話
が
随
分
多
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
考
え
て
み
れ



ば
、
清
輔
も
重
代
の
歌
人
の
出
自
で
あ
る
の
で
、
こ
う
い
う
歌
人
た
ち
に
興
味
を
も
つ
と
い
う
の
も
当
然
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
に
無
視
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
か
と
い
う
と
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
簡
単
に
片
付
け
て
し
ま
え
な
い
問
題
が
あ
る
。
従
来
こ
の
点

に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
最
近
の
『
袋
草
紙
注
釈
』
で
も
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
　
（
「
注
釈
」
と
い
う
性

格
上
無
理
も
な
い
が
）
。
そ
こ
で
小
稿
は
袋
草
紙
上
巻
の
著
述
意
図
を
特
に
「
雑
談
」
部
の
親
子
歌
人
等
の
話
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
追
究
し
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
重
代
の
歌
人
を
と
り
挙
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
は
大
中
臣
家
が
も
っ
と
も
適
当
で
あ
る
。
大
中
臣
家
は
周
知
の
ご
と
く
伊
勢
神
宮

の
祭
主
の
家
柄
で
も
あ
り
、
袋
草
紙
「
希
代
和
歌
」
に
み
え
る
「
祖
父
ち
㌧
う
ま
ご
す
け
ち
か
み
よ
ま
で
に
い
た
ゴ
き
ま
つ
る
す
べ
ら
お

ほ
か
み
」
と
い
う
輔
親
の
歌
（
後
拾
遺
集
に
入
集
）
が
こ
の
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
伊
勢
大
神
宮
へ
の
返
歌
と
な
っ
て
お
り
、

頼
基
（
祖
父
）
。
能
宣
（
父
）
・
輔
親
と
三
代
に
渉
っ
て
大
御
神
に
仕
え
て
い
る
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
家
は
大
江

匡
房
が
「
頼
基
、
能
宣
、
輔
親
、
伊
勢
大
輔
、
。
伯
母
、
安
芸
君
、
六
代
相
伝
之
歌
人
」
と
い
う
よ
う
に
　
（
袋
草
紙
。
下
巻
）
、
歌
に
お
い

て
も
重
代
で
あ
る
。
彼
ら
に
お
い
て
も
そ
の
意
識
は
充
分
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
た
と
え
ぱ
『
能
宣
集
』
に
、

　
　
そ
れ
升
一
宇
の
詠
、
わ
づ
か
に
家
風
を
あ
ふ
げ
と
い
へ
ど
も
、
万
葉
集
の
っ
た
へ
す
で
に
古
賢
に
お
よ
び
が
た
し
。

と
み
え
て
い
る
。
「
家
風
」
に
つ
い
て
は
「
家
の
風
と
は
、
家
の
業
を
伝
ふ
る
な
り
」
（
清
輔
『
奥
儀
抄
』
）
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
能
宣

の
意
識
を
よ
み
と
れ
よ
う
。
『
輔
親
集
』
に
も
、

　
　
両
三
の
児
女
祖
師
の
ふ
に
う
け
て
、
家
々
の
旧
草
を
ひ
ろ
ふ
、
い
ま
あ
ひ
つ
ぐ
心
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
、
は
づ
ら
く
は
あ
れ
た
る
こ
と

　
　
葉
を
も
て
、
な
ま
じ
ひ
に
あ
ざ
や
か
な
る
か
み
を
け
が
さ
む
事
を
、
ゆ
め
く
人
の
ね
だ
る
、
こ
れ
を
い
や
し
き
身
か
ら
い
だ
し
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て
、
か
た
く
な
≧
お
や
の
た
め
に
い
よ
く
あ
ざ
け
り
の
こ
す
こ
と
な
か
れ
。

と
あ
り
、
重
代
の
歌
人
と
い
う
衿
持
を
こ
こ
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
袋
草
紙
に
大
申
臣
家
の
語
が
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
歌
の
家
で
あ
る
か
ら
当
然
と
い
え
ぱ
い
え
そ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
う
考
え
る
よ
り
も
清
輔
の
意
識
が
こ
と
さ
ら

に
そ
う
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
話
で
説
明
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
明
尊
僧
正
九
十
賀
、
宇
治
殿
の
せ
さ
せ
給
也
。
杖
の
歌
召
二
伊
勢
大
輔
「

　
　
万
代
を
竹
の
杖
に
ぞ
契
り
つ
る
ひ
さ
し
く
つ
か
む
君
が
為
に
と

　
　
　
頼
基
ハ
承
平
中
宮
御
賀
杖
歌
よ
む
。
能
宣
ハ
大
入
道
殿
御
賀
二
よ
む
。
二
代
勤
⊥
此
役
1
．
依
二
重
代
一
召
レ
之
。
定
励
侍
け
め
共
、

　
　
　
是
又
不
レ
入
レ
物
歌
也
。
（
「
雑
談
」
）

　
最
後
の
「
是
又
不
レ
入
レ
物
歌
也
」
と
い
う
の
は
こ
の
直
前
の
話
、
貫
之
が
師
輔
の
依
頼
に
よ
っ
て
作
っ
た
秀
歌
が
ど
の
勅
撰
集
に
も
入

集
し
て
い
な
い
こ
と
を
承
け
て
、
伊
勢
大
輔
の
歌
も
入
集
し
て
い
な
い
こ
と
を
い
う
。
こ
の
話
の
要
点
は
曽
祖
父
頼
基
が
杖
の
歌
を
詠

み
、
祖
父
能
宣
が
兼
家
六
十
賀
で
詠
ん
で
お
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
彼
女
が
杖
の
歌
を
詠
む
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

溝
輔
が
こ
こ
に
こ
の
話
を
採
ケ
あ
げ
た
理
由
と
し
て
、
歌
を
詠
む
機
会
が
与
え
ら
れ
た
の
は
重
代
の
歌
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
（
「
依
二

重
代
一
召
レ
之
」
）
、
そ
し
て
秀
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
い
っ
そ
う
琢
磨
し
た
　
（
「
定
励
侍
け
め
共
」
）
結
果
で
あ
る
こ
と
を
い
う
た

め
で
あ
ろ
う
亡
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
続
い
て
彼
女
の
有
名
な
歌
「
い
に
し
へ
の
奈
良
の
都
の
や
へ
桜
け
ふ
九
重
に
匂
ひ
ぬ
る
か

な
」
に
関
す
る
話
が
あ
る
。

　
　
　
伊
勢
大
輔
上
東
門
院
中
宮
と
申
時
、
初
参
也
。
輔
親
娘
也
。
歌
読
ら
む
と
心
に
く
㌧
思
召
之
間
、
八
重
桜
ヲ
或
人
進
レ
之
、

上
東
門
院
が
初
め
て
参
内
し
た
大
輔
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
人
が
詠
ま
せ
る
目
的
で
桜
を
大
輔
の
と
こ
ろ
に
遣
わ
し
た
。

上
東
門
院
や
父
道
長
ら
が
み
る
と
こ
ろ
で
美
し
い
筆
跡
で
「
い
に
し
へ
の
」
の
歌
を
書
い
た
の
で
、
「
殿
ヲ
始
奉
て
万
人
感
歎
、
宮
中
鼓
動



す
」
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
清
輔
は
「
又
彼
人
第
一
歌
也
。
卒
爾
二
も
不
レ
寄
事
歎
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
注
意
し
て
お
き

た
い
の
は
、
「
輔
親
娘
也
。
歌
読
ら
む
と
心
に
く
㌧
思
召
」
、
す
な
わ
ち
輔
親
の
娘
で
あ
る
か
ら
き
っ
と
歌
が
詠
め
る
に
違
い
な
い
と
い
う

先
入
観
念
を
上
東
門
院
が
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人
か
ら
こ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
歌
人
の
子
の
宿
命
な
の
で
あ
る
。
こ
の
話
を

採
り
あ
げ
た
の
は
、
大
輔
が
人
々
の
予
想
ど
お
り
に
秀
歌
が
詠
め
た
こ
と
に
あ
り
、
っ
ま
り
彼
女
が
歌
の
家
と
し
て
の
責
め
を
見
事
に
果

た
し
た
こ
と
を
印
象
付
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
伊
勢
大
輔
に
関
わ
る
話
を
い
ま
一
つ
紹
介
し
て
み
よ
う
。
「
賀
陽
院
七
番
歌
合
」
で
左
方
の
筑
前
（
大
輔
の
娘
伯
母
）
は
彼
女
の
「
く

れ
な
ゐ
の
う
す
ば
な
ざ
く
ら
に
ほ
は
ず
は
み
な
臼
雲
と
見
て
や
す
ぎ
ま
し
」
が
右
方
の
匡
房
の
「
白
雲
と
み
ゆ
る
に
し
る
し
み
よ
し
の
㌧

よ
し
の
㌧
山
の
花
ざ
か
り
か
も
」
と
合
わ
さ
れ
て
持
と
判
定
（
判
者
は
源
経
信
）
さ
れ
た
こ
と
に
反
発
す
る
が
、
そ
の
反
論
の
一
つ
と
し

て
、　

　
　
輔
親
が
母
に
串
し
㌧
こ
と
を
、
幼
少
に
て
承
し
か
ば
、
同
宇
三
は
い
か
ゾ
せ
む
。
四
以
上
あ
ら
む
歌
を
ば
、
公
歌
に
は
と
り
い
だ

　
　
　
さ
じ
と
ま
う
し
し
に
、
右
歌
し
の
字
四
候
に
持
と
被
レ
定
た
る
が
、
く
ち
を
し
き
也
と
云
々
。

と
い
う
（
袋
草
紙
。
下
巻
）
。
右
の
歌
が
よ
く
な
い
と
い
う
理
由
は
、
「
輔
親
が
母
に
申
し
」
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
同
じ
字
（
こ
こ
で
は

「
し
」
）
が
四
つ
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
母
は
筑
前
の
母
伊
勢
大
輔
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
輔
親
が
娘
の
大
輔
に
何
か
の
折
に
教
え

て
い
た
こ
と
を
筑
前
が
聞
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
歌
の
家
に
生
ま
れ
た
者
が
親
か
ら
歌
を
教
わ
る
様
子
を
み
る
こ
と
が

で
き
て
興
味
深
い
。
子
も
優
れ
た
歌
人
で
あ
る
よ
う
に
、
名
声
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
と
教
育
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
輔
が
秀
歌
を
詠
め
た

理
由
の
一
つ
と
し
て
こ
の
教
育
に
あ
っ
た
と
あ
る
い
は
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
輔
親
と
能
宣
に
関
す
る
逸
話
を
一
っ
ず
っ
紹
介
し
よ
う
。
ま
ず
は
『
難
菱
拾
遺
』
に
あ
る
と
し
て
袋
草
紙
が
引
用
す
る
輔
親
の
話

で
あ
る
。

　
　
『
袋
草
紙
』
著
述
意
図
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



　
　
芦
　
田
耕
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

　
　
　
輔
親
が
語
り
し
は
能
宣
が
桂
の
家
に
会
し
て
、
又
の
日
元
輔
が
月
輪
と
い
ふ
所
に
同
人
と
ま
り
し
に
土
器
輔
親
と
れ
と
云
侍
し

　
　
　
を
、
能
宣
は
え
っ
か
う
ま
つ
ら
じ
と
云
侍
し
を
、
猶
な
ど
元
輔
申
侍
し
か
ば
、
な
ま
じ
ひ
に
土
器
と
り
て
よ
み
侍
る
、

　
　
さ
き
の
日
に
桂
の
里
を
見
し
こ
と
は
け
ふ
月
の
輪
に
く
べ
き
也
け
り

　
　
　
能
宣
も
い
か
ゾ
有
ら
む
と
思
給
へ
っ
る
に
、
け
し
う
は
あ
ら
ず
っ
か
う
ま
っ
り
た
り
と
ぞ
申
け
る
。
其
程
所
衆
に
は
侯
也
と
ぞ
申

　
　
　
け
る
。
　
（
「
御
賀
歌
作
法
」
）

　
能
宣
輔
親
父
子
が
清
原
元
輔
の
家
に
行
っ
た
と
き
、
元
輔
が
輔
親
に
詠
む
よ
う
に
強
制
し
た
の
で
あ
る
。
内
容
か
ら
み
て
輔
親
の
若
年

期
で
あ
ろ
う
。
彼
が
強
制
さ
れ
た
理
由
と
し
て
彼
は
「
其
程
所
衆
に
は
侯
也
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
蔵
人
所
の
衆
（
「
所
衆
」
）
に
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8

当
時
歌
人
た
ち
が
多
く
任
命
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
確
か
に
あ
る
。
清
輔
は
こ
の
話
に
つ
い
て
何
の
批
評
も
し
て
い
な
い
が
、
強
制

さ
れ
た
の
は
そ
の
理
由
だ
け
か
ら
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
伊
勢
大
輔
の
話
か
ら
考
え
て
み
る
に
、
こ
の
場
合
も
能
宣
の
子
と
い
う
意
識

が
元
輔
に
は
特
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
親
の
方
は
気
が
か
り
で
、
「
え
つ
か
う
ま
つ
ら
じ
と
云
」
っ
て
能
宣
が
断
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
子
に
拙
い
歌
を
詠
ま
れ
た
の
で
は
名
声
を
汚
す
こ
と
に
な
っ
て
困
る
と
い
う
思
惑
が
働
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
大
輔
の
話
の
よ
う
に
、
歌
の
家
の
面
目
を
施
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
採
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
は
能
宣
に
関
す
る
話
で
あ
る
。

　
　
　
能
宣
が
父
頼
基
語
て
云
、
先
日
入
道
式
部
卿
御
子
日
宜
歌
仕
て
侯
。
頼
基
問
レ
之
、
如
何
。
能
宣
云
、

　
　
千
と
せ
ま
で
限
れ
る
松
も
け
ふ
よ
り
や
君
に
ひ
か
れ
て
万
世
や
経
む

　
　
　
世
以
称
レ
宜
云
々
。
頼
基
暫
詠
吟
し
て
傍
な
る
枕
を
取
り
て
打
二
能
宣
一
云
、
慮
外
。
昇
殿
、
有
二
帝
王
御
子
貝
之
時
、
以
二
何
歌
一

　
　
　
可
レ
詠
哉
。
わ
ざ
は
ひ
の
不
覚
人
哉
と
云
々
。
能
宣
須
央
二
起
テ
逐
電
云
々
。
　
（
「
雑
談
」
）

　
能
宣
が
式
部
卿
の
子
の
口
に
詠
ん
で
好
評
で
あ
っ
た
歌
（
拾
遺
集
に
入
集
）
を
父
頼
基
に
披
露
し
た
と
こ
ろ
、
父
は
詠
吟
し
て
能
宣
を



殴
打
し
、
今
後
昇
殿
を
許
さ
れ
て
帝
の
子
の
日
に
参
加
し
た
と
き
に
こ
れ
に
ま
さ
る
歌
が
詠
め
る
は
ず
が
な
い
と
叱
り
っ
け
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
読
ん
で
重
代
の
歌
人
の
あ
り
よ
う
を
教
え
ら
れ
る
感
じ
が
す
る
。
能
宣
が
秀
歌
を
詠
ん
だ
の
で
人
々
は
頼
基
の
子
と
い
う
こ

と
で
感
心
し
た
と
想
像
で
き
る
。
歌
を
詠
吟
し
た
父
も
同
じ
よ
う
に
秀
歌
と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
先
の
先
ま
で
考
え

る
必
要
が
あ
る
と
叱
責
す
る
の
で
あ
る
。
帝
の
子
の
日
と
い
う
晴
れ
の
舞
台
で
最
上
の
秀
歌
を
披
露
す
る
方
が
名
声
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
能
宣
の
配
慮
は
足
り
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
重
代
の
歌
人
の
厳
し
さ
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
大
中
臣
家
の
歌
人
に
関
す
る
話
を
と
り
あ
げ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
重
代
の
歌
人
の
厳
し
さ
と
考
え
て

み
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
伊
勢
大
輔
や
輔
親
の
話
は
そ
の
厳
し
さ
に
打
ち
克
っ
た
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
結
果
と

し
て
大
中
臣
家
は
「
六
代
相
伝
之
歌
人
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
大
中
臣
家
の
話
に
か
ぎ
ら
ず
、

歌
人
に
関
す
る
話
は
時
代
的
に
み
て
巷
間
に
流
布
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
中
か
ら
以
下
に
も
あ
げ
る
よ
う
な
似
σ
か
わ
し
い
も

の
を
清
輔
は
採
り
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
重
代
の
歌
人
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
父
（
壬
生
忠
今
）
が
有
名
な
歌
人
で
あ
っ
た
壬
生
忠
見
の
話
を
こ
こ

で
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
忠
峯
の
評
価
に
っ
い
て
は
、
匡
房
の
話
と
し
て
「
雑
談
」
に
、

　
　
　
其
書
云
、
和
歌
之
道
難
一
能
宣
忠
嵜
一
不
レ
可
レ
恐
レ
之
。
於
二
貴
殿
一
者
深
所
ご
恐
申
一
也
。

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
其
書
」
と
は
藤
原
通
俊
の
匡
房
宛
の
書
状
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
通
俊
は
和
歌
に
お
い

て
能
宣
や
忠
峯
を
恐
れ
な
い
が
匡
房
に
は
か
な
わ
な
い
と
い
う
旨
の
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
通
俊
当

時
（
承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）
没
）
に
お
い
て
忠
今
の
評
価
が
高
か
っ
た
（
ま
た
、
能
宣
の
評
価
が
こ
こ
で
も
窺
え
る
）
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
八
雲
御
抄
に
も
「
貫
之
忠
峯
は
誠
可
二
指
南
一
」
（
巻
一
）
と
あ
る
。
清
輔
著
の
奥
儀
抄
に
「
凡
歌
の
し
な
は
忠
考
が
和
歌
の
十
体
、

　
　
『
袋
草
紙
』
著
述
意
図
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一



芦
　
田

八
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

も
し
は
四
条
大
納
言
の
九
品
、
道
済
が
十
体
な
ど
に
み
え
た
り
。
忠
嵜
が
は
こ
と
お
ほ
け
れ
ば
し
る
さ
ず
L
と
み
え
て
お
り
、
清
輔
は

『
忠
峯
十
体
』
の
著
者
と
し
て
評
価
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
て
、
忠
見
に
つ
い
て
は
、
「
雑
談
」
に
一
連
の
話
が
あ
る
。

　
　
　
壬
生
忠
見
幼
童
之
時
、
内
裏
よ
り
有
レ
召
。
無
二
乗
物
一
難
レ
参
之
由
串
て
竹
馬
に
乗
て
可
レ
参
之
由
有
二
御
定
一
。
価
進
二
此
歌
一
。

　
　
竹
の
馬
は
ふ
し
か
げ
に
し
て
い
と
よ
わ
し
今
ゆ
ふ
か
げ
に
の
り
て
ま
ゐ
ら
む

　
　
　
忠
見
は
貧
弊
に
て
住
南
舎
一
者
也
。
而
天
徳
歌
合
之
時
有
レ
勅
、
被
二
召
上
一
宋
雀
門
曲
殿
二
宿
。
田
舎
装
束
の
ま
㌧
に
て
柿
小
袴

　
　
　
衣
干
レ
今
持
て
懸
レ
肩
と
云
々
。
此
時
事
申
。
家
集
云
、
摂
津
国
に
年
来
身
を
沈
て
籠
居
。
其
時
帝
聞
召
て
召
上
給
て
け
り
。
夕
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
　
り
蔵
人
に
侯
し
て
罷
出
に
け
る
あ
し
た
に
、
俊
頼
朝
臣
し
て
仰
給
け
る
、

　
　
み
し
か
ど
も
何
と
も
し
ら
ず
難
波
潟
波
の
よ
る
ま
で
か
は
り
に
し
か
な

　
　
　
御
返
事
進
、

　
　
墨
よ
し
の
松
と
ほ
の
か
に
聞
し
か
ば
み
ち
こ
し
汐
や
よ
る
か
へ
り
け
む

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
播
謄
に
も
通
ひ
け
る
よ
し
見
え
た
り
。
伊
豆
国
下
向
之
時
よ
し
あ
る
う
か
れ
め
の
云
ひ
け
る

　
　
お
と
に
聞
て
目
に
は
ま
だ
見
ぬ
は
り
ま
な
る
響
の
灘
と
聞
く
は
真
か

　
　
　
返
　
事

　
　
年
ふ
れ
ば
く
ち
こ
そ
ま
さ
れ
橋
柾
む
か
し
な
が
ら
の
灘
に
替
ら
で

　
　
　
童
名
は
名
多
也
。

　
こ
こ
に
清
輔
は
忠
見
が
忠
今
男
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
必
要
も
な
い
ぐ
ら
い
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
最
初
の
話
で
、
帝
が
幼
童
の
忠
見
を
召
し
た
の
は
た
ぶ
ん
幼
童
な
が
ら
歌
が
上
手
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
聞
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、



そ
も
そ
も
身
分
低
い
者
の
子
が
評
判
に
な
る
の
は
父
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
忠
峯
の
子
で
あ
る
か

ら
こ
そ
評
判
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
ま
ず
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
語
以
降
で
、
一
っ
の
逸
話
を
入
れ
た
あ
と
、
忠
見
集
か
ら
「
み

し
か
ど
も
」
の
歌
を
初
め
と
し
て
省
略
し
た
部
分
も
含
め
て
七
首
も
の
歌
（
四
首
が
忠
見
の
歌
）
を
採
り
入
れ
て
い
る
（
「
家
集
云
」
）
。

忠
見
の
話
の
こ
の
前
後
は
、
忠
見
の
「
竹
の
馬
は
」
の
歌
の
よ
う
に
簡
単
な
説
明
の
付
い
た
も
の
や
『
檜
垣
煽
集
』
『
橘
為
仲
朝
臣
集
』

『
貫
之
集
』
か
ら
採
り
入
れ
た
も
の
が
多
い
の
で
、
忠
見
の
話
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て

も
七
首
と
い
う
の
は
数
の
う
え
で
多
く
、
し
か
も
彼
の
は
い
ず
れ
も
才
気
換
発
な
歌
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
「
竹
の
馬
は
」
の
歌
は
、
「
ふ
し

か
げ
」
が
「
「
臥
し
鹿
毛
」
（
手
を
離
す
と
地
面
に
倒
れ
た
ま
ま
に
な
る
竹
馬
を
、
地
面
に
す
わ
り
込
ん
で
い
る
馬
に
見
徴
し
た
）
で
「
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9

鹿
毛
」
（
竹
に
節
が
あ
る
の
で
い
う
）
を
懸
け
L
て
お
り
、
そ
し
て
「
ゆ
ふ
か
げ
」
が
「
「
夕
影
」
（
夕
日
の
光
）
で
、
「
木
綿
鹿
毛
」
（
体
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9

茶
褐
色
、
足
が
黄
ば
ん
だ
臼
色
の
馬
。
白
鹿
毛
と
も
）
を
懸
け
L
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
の
「
年
ふ
れ
ば
」
の
歌
は
、
遊
女
が
忠
見
の

　
　
　
な
　
に

幼
名
「
名
多
」
を
詠
み
こ
ん
で
彼
に
忠
見
か
と
問
い
か
け
た
歌
に
対
し
て
、
「
む
か
し
な
が
ら
」
に
「
長
柄
（
の
僑
）
」
を
か
け
、
そ
し
て

　
国
　
⑭
　
　
　
　
　
　
・
　
。
　
　
　
　
　
注
9

「
名
多
と
い
う
名
だ
に
変
わ
ら
な
い
」
で
い
る
け
れ
で
も
、
長
柄
の
橋
が
朽
ち
る
よ
う
に
彼
も
年
老
い
た
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い

う
才
気
さ
を
清
輔
は
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
忠
見
は
こ
の
箇
所
以
外
で
も
「
雑
談
」
に
多
く
み
え
て
い
る
。
ま
と
め
て
あ

げ
て
み
る
と
、

　
　
○
或
物
云
、
宇
治
殿
下
被
レ
仰
云
、
斎
宮
女
御
歌
合
、
左
右
歌
忠
見
一
人
読
レ
之
云
々
。
予
見
二
彼
家
集
一
実
也
。
左
料
右
料
共
読
レ
之
。

　
　
○
歌
仙
も
晴
の
時
歌
を
人
二
乞
常
之
事
也
。
（
申
略
）
清
正
任
二
紀
伊
守
一
之
後
、
串
二
逮
昇
一
歌
、
吹
井
の
浦
に
ゐ
る
た
づ
の
忠
見

　
　
　
所
レ
令
レ
読
也
。
見
二
彼
集
－
　
随
件
歌
無
二
清
正
集
1

　
　
0
重
之
歌
云
、

　
　
や
か
ず
と
も
草
は
も
え
な
む
春
目
の
㌧
只
春
の
日
に
ま
か
せ
た
ら
な
む

　
　
『
袋
草
紙
』
著
述
意
図
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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八
四

　
　
　
是
在
二
忠
見
集
－
　
御
屏
風
歌
也
。
随
無
二
重
之
集
－
　
而
如
二
十
五
番
一
用
二
重
之
歌
「
如
何
。

で
あ
る
、
こ
こ
も
い
ず
れ
も
忠
見
集
に
拠
っ
て
の
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
説
語
性
に
乏
し
く
、
い
わ
ば
歌
学
性
の
濃
い
話

と
な
っ
て
い
る
。
最
初
は
藤
原
頼
通
の
話
と
し
て
、
斎
宮
女
御
歌
合
で
忠
見
一
人
で
左
右
の
歌
を
詠
ん
だ
話
、
次
は
藤
原
清
正
の
還
殿
上

を
願
う
歌
を
忠
見
が
代
作
し
た
話
、
最
後
は
源
重
之
作
と
さ
れ
て
い
る
歌
が
実
際
は
忠
見
作
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
忠
見
集
に
よ

っ
て
い
ち
い
ち
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
清
輔
の
歌
学
者
的
態
度
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
忠
見

に
そ
ん
な
に
か
か
ず
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
あ
げ
た
三
っ
の
話
は
歌
合
、
歌
仙
の
代
作
（
し
か
も
晴
の
時
の
歌
）
、
屏
風
歌

と
い
ず
れ
も
歌
人
に
と
っ
て
は
最
高
の
名
誉
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
忠
見
集
を
検
索
し
て
確
か
め
て
い
く
と
い
う
手
続
は
い
わ
ば
忠
見

の
歌
仙
ぶ
り
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
こ
う
み
る
と
、
前
述
し
た
忠
兄
の
一
連
の
逸
話
と
け
っ
し
て
無
関
係

で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
逸
話
を
述
べ
た
と
き
に
忠
見
集
に
よ
っ
て
七
首
も
歌
を
採
り
入
れ
て
い
る
の
は
多
す
ぎ
る
と
い
っ
て
お
い
た

が
、
そ
の
点
を
『
袋
草
紙
注
釈
』
の
「
補
説
」
は
「
『
忠
見
集
』
か
ら
七
首
も
抜
か
れ
て
い
て
注
意
さ
れ
る
。
勅
撰
集
撰
者
を
父
に
も
つ

歌
人
と
い
う
境
遇
の
相
似
が
、
清
輔
に
忠
兄
へ
の
関
心
を
強
く
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。
確
か
に
忠
今
男
で

あ
る
の
で
関
心
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
清
輔
は
こ
こ
に
親
子
歌
人
の
理
想
的
な
姿
を
み
て
お
き
た
か
っ

た
の
で
、
好
ん
で
忠
見
を
採
り
あ
げ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
大
中
臣
家
の
話
と
似
て
い
る
が
、
は
た
し

て
忠
今
父
子
に
は
大
申
臣
家
の
も
つ
重
代
の
歌
人
の
厳
し
さ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
袋
草
紙
に
こ
れ
を
窺
う
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
『
和
歌
色
葉
』
に
、

　
　
　
歌
の
本
と
て
貫
之
が
時
文
に
教
け
る
歌

　
　
風
ふ
け
ば
沖
つ
し
ら
な
み
た
つ
た
山
よ
は
に
や
き
み
が
ひ
と
り
ゆ
く
ら
む

　
　
　
わ
が
な
か
ら
む
す
ゑ
の
よ
に
、
歌
を
ば
か
や
う
に
よ
む
べ
し
と
、
む
す
め
の
中
務
に
伊
勢
が
申
し
け
る
歌



　
　
つ
の
く
に
の
な
が
ら
の
は
し
も
つ
く
る
な
り
い
ま
は
わ
が
み
を
な
に
㌧
た
と
へ
む

　
　
　
清
原
の
深
養
父
が
、
お
の
が
孫
の
元
輔
に
、
歌
を
ば
こ
の
す
ぢ
に
こ
の
め
と
い
へ
り
け
る
歌

　
　
こ
ひ
せ
じ
と
み
た
ら
し
が
は
に
せ
し
み
そ
ぎ
か
み
は
う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か
な

と
あ
る
の
が
、
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
忠
苓
父
子
は
あ
が
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
に
類
す
る
方
法
で
忠
今
は
教
授
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
歌
人
の
子
と
し
て
恥
を
か
か
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
親
の
厳
し
い
態
度
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
ま
た

忠
見
も
こ
れ
に
見
事
に
答
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
彼
が
あ
れ
だ
け
機
転
の
利
い
た
歌
を
詠
ん
だ
の
も
一
朝
一
夕
の
こ
と
で
は
な

く
、
そ
れ
相
当
の
努
力
を
必
要
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
清
輔
は
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
も
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
い
ま
一
っ
の
話
を
採
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
権
勢
家
の
逸
話
で
あ
る
。

　
　
　
新
院
位
御
時
於
一
中
宮
麟
御
方
衷
上
人
等
有
一
一
小
弓
筆
以
一
物
不
一
書
造
箪
被
一
出
一
一
懸
物
一
其
表
紙
婁
、

　
　
是
を
み
て
思
も
串
よ
浜
千
鳥
跡
な
き
事
の
跡
と
こ
そ
み
れ

　
　
　
是
殿
下
御
作
云
。
人
々
在
二
不
審
之
気
－
而
資
仲
卿
云
、
是
拾
遺
抄
侍
事
歎
。
小
野
宮
右
大
臣
幼
童
之
時
、
馬
内
侍
許
二
渡
り
て

　
　
　
小
弓
を
射
給
ふ
。
物
不
レ
書
造
紙
ヲ
出
二
懸
物
－
而
翌
日
清
慎
公
送
歌
云
、

　
　
い
つ
し
か
と
明
て
見
た
れ
ば
浜
千
鳥
跡
あ
る
こ
と
に
跡
の
な
き
か
な

　
　
　
若
此
意
欺
と
云
々
。
嚢
祖
事
覚
悟
之
条
、
有
レ
興
之
由
人
々
感
歎
云
々
。
如
レ
此
事
臨
レ
時
難
二
覚
悟
一
事
也
。
　
（
「
雑
談
」
）

　
崇
徳
帝
が
在
位
の
こ
ろ
、
中
宮
の
と
こ
ろ
で
小
弓
の
競
技
が
あ
り
、
そ
の
賞
品
に
な
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
草
紙
が
で
て
、
そ
の
表
紙

に
「
是
を
み
て
」
の
歌
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
申
宮
の
父
藤
原
忠
通
作
で
あ
っ
た
と
い
う
。
人
々
は
こ
の
歌
が
な
に
を
意
味
す
る
の
か
不

思
議
に
思
っ
た
。
藤
原
資
仲
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
か
っ
て
馬
内
侍
が
小
弓
の
競
技
の
賞
品
と
し
て
臼
紙
の
草
紙
を
藤
原
実
資
に
与
え
た
と

こ
ろ
、
彼
の
祖
父
実
頼
が
「
い
つ
し
か
と
」
の
歌
を
内
侍
に
送
っ
た
が
（
拾
遺
抄
に
入
集
）
、
忠
通
の
歌
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
い

　
　
『
袋
草
紙
』
著
述
意
図
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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八
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う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
人
々
は
先
祖
（
「
嚢
祖
」
）
の
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
た
と
感
心
し
た
と
い
う
話
な
の
で
あ
る
。
「
い
つ
し

か
と
」
の
歌
は
、
開
け
て
み
た
と
こ
ろ
足
跡
の
よ
う
な
美
し
い
宇
が
書
い
て
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
に
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
「
是
を
み
て
」
の
歌
は
、
　
「
跡
な
き
」
は
足
跡
が
な
い
、
つ
ま
り
な
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
い
い
、
「
跡
と

こ
そ
み
れ
」
の
「
跡
」
は
先
例
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
』
す
な
わ
ち
、
な
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
草
紙
を
内
侍
が
与
え
た
と
き
に
実
頼
が

送
っ
た
先
例
を
承
け
て
、
こ
の
歌
を
み
て
昔
の
こ
と
を
思
い
起
こ
す
よ
う
に
と
い
－
う
旨
の
歌
を
忠
通
は
作
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
は
実

頼
・
実
資
・
忠
通
と
い
う
権
門
の
人
た
ち
が
登
場
す
る
の
で
、
今
ま
で
の
歌
人
に
関
す
る
話
と
は
違
う
よ
う
に
一
見
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
実
頼
で
説
明
し
て
み
る
と
、
大
鏡
に
「
和
歌
の
道
に
も
す
ぐ
れ
お
は
し
ま
し
て
、
後
撰
に
も
あ
ま
た
入
り
給
へ

り
」
、
栄
花
物
語
－
月
宴
巻
に
「
そ
れ
（
注
、
陵
撰
集
）
に
も
こ
の
小
野
の
宮
の
御
歌
、
多
く
入
り
た
め
り
」
と
、
と
も
に
受
撰
集
に
入

集
す
る
こ
と
で
優
れ
た
歌
人
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
実
際
こ
れ
に
十
首
入
っ
て
い
る
。
ま
た
市
来
風
体
抄
で
は
「
さ
て
な
む
勅
あ
り
て
後

撰
集
は
撰
た
て
ま
つ
ら
し
め
給
け
る
。
撰
者
に
は
、
猶
小
野
の
宮
お
と
ゾ
な
む
承
り
給
へ
り
け
る
」
と
、
撰
者
説
も
あ
る
。
そ
し
て
天
徳

四
年
三
月
三
十
日
の
円
裏
歌
合
の
判
者
に
も
な
っ
て
い
る
（
こ
の
歌
合
は
し
ば
し
ば
袋
草
紙
に
み
え
る
）
。
忠
通
も
優
れ
た
歌
人
と
い
え

る
。
袋
草
紙
に

　
　
　
六
月
中
入
二
秋
節
一
日
、
関
臼
殿
下
（
注
、
忠
通
）
遣
二
俊
頼
覇
臣
許
一
歌
日
、

　
　
み
な
月
の
照
日
の
影
は
さ
し
な
が
ら
野
べ
も
や
秋
の
け
し
き
な
る
ら
む

　
　
　
凡
は
秀
歌
ニ
ハ
返
事
ハ
不
レ
云
。
是
故
実
と
云
々
。
（
「
置
二
臼
紙
一
作
法
」
）

と
あ
り
、
秀
歌
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
勅
撰
集
で
は
、
金
葉
集
に
十
五
首
、
詞
花
集
に
七
首
、
千
載
集
に
七
首
、
新
古

今
集
に
四
首
と
数
多
く
入
集
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
彼
ら
は
優
れ
た
歌
人
と
考
え
ら
れ
る
。
系
図
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
師

輔
（
実
頼
弟
）
1
兼
家
－
道
長
－
頼
通
－
師
実
－
師
通
－
忠
実
－
忠
通
と
な
り
、
忠
通
か
ら
み
れ
ば
、
幾
世
代
か
前
（
約
二
百
年
）
の
先



祖
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
機
智
に
富
む
秀
歌
を
覚
え
て
お
り
、
そ
れ
を
酷
似
し
た
場
面
で
機
転
を
利
か
せ
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

彼
の
歌
人
と
し
て
の
評
個
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
と
同
時
に
先
祖
の
秀
歌
を
知
ら
せ
る
こ
と
を
も

ね
ら
い
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
清
輔
は
大
中
臣
家
や
忠
兄
の
話
と
同
じ
意
識
で
こ
の
話
を
採
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

話
の
清
輔
の
批
評
で
あ
る
「
如
レ
此
事
臨
レ
時
難
二
覚
悟
一
事
也
」
は
な
に
か
こ
と
が
あ
っ
た
折
に
、
先
祖
の
歌
を
し
か
も
機
転
を
利
か
し
て

用
い
る
こ
と
の
困
難
さ
を
い
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
一
般
的
に
い
え
ば
、
歌
人
で
あ
る
な
ら
ば
機
敏
に
対
応
で
き
る
だ
け
の
心
構
え
と

知
識
を
も
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
話
は
厳
し
さ
に
こ
た
え
る
こ
と
の
で
き
た
歌
人
の
子
孫
の
理
想
的

な
姿
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

二

　
次
に
、
視
点
を
少
し
変
え
て
歌
人
の
子
同
士
の
交
流
に
焦
点
を
あ
て
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
輔
親
と
懐
円
の
話
で
あ
る
。

　
　
　
南
院
ハ
海
橋
立
也
。
輔
親
卿
家
也
。
為
レ
見
レ
月
寝
殿
南
庇
ヲ
不
レ
差
云
々
。
懐
円
が
池
水
は
天
の
河
に
や
通
ふ
ら
む
と
読
は
於
二
此

　
　
　
所
一
詠
也
。
月
の
明
き
夜
歩
行
に
て
行
向
へ
る
に
夜
更
人
も
ね
ぬ
ら
む
と
思
に
、
寝
殿
の
南
面
に
輔
親
一
人
月
ヲ
見
て
居
て
、
干
レ

　
　
　
時
相
互
乗
レ
興
詠
二
此
歌
「
暁
更
帰
と
云
々
。
　
（
「
雑
談
」
）

　
懐
円
は
源
道
済
男
で
あ
る
。
道
済
に
つ
い
て
は
、
　
「
雑
談
」
に
藤
原
公
実
の
話
と
し
て
、
道
済
の
「
濡
々
も
猶
狩
ゆ
か
む
は
し
鷹
の
う

は
毛
の
雪
を
打
払
ひ
つ
㌧
」
と
藤
原
長
能
の
「
籔
降
る
か
た
の
㌧
み
の
㌧
狩
衣
ぬ
れ
ぬ
宿
か
す
人
し
な
け
れ
ば
」
の
歌
が
競
っ
て
い
た

が
、
公
実
は
「
無
二
勝
劣
こ
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
判
定
に
二
人
は
納
得
せ
ず
歌
の
第
一
人
者
で
あ
る
公
任
に
決
着
を
っ
け
て

も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
「
道
済
が
歌
を
な
む
被
二
感
歎
一
之
由
侍
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
菱
拾

遺
集
に
二
二
首
、
詞
花
集
に
六
首
、
新
古
今
集
に
五
首
入
集
し
て
い
る
。
ま
た
彼
の
著
に
『
道
済
十
体
』
が
あ
り
、
奥
儀
抄
に
も
こ
の
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す
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八

書
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
前
出
）
。
　
当
の
懐
円
は
前
出
の
話
以
外
に
も
「
雑
談
」
に
み
え
て
い
る
が
、
辛
ら
つ
な
批
評
家
と
し
て
で
あ

る
o

　
　
　
先
達
も
誤
事
有
。
良
遅
は
郭
公
な
が
鳴
レ
」
云
事
を
ば
長
鳴
と
云
心
と
存
也
。
於
二
俊
綱
朝
臣
許
一
五
月
五
日
詠
二
郭
公
一
歌
云
、

　
　
宿
ち
か
く
し
ば
し
な
が
な
け
郭
公
け
ふ
の
あ
や
め
の
ね
に
も
く
ら
べ
む

　
　
　
懐
円
囎
瞬
云
、
ほ
と
∵
鳴
は
じ
め
て
、
ぎ
す
と
な
が
む
る
に
や
と
云
々
。

　
　
　
又
良
遅
於
二
或
所
一
語
て
云
、
一
日
江
州
よ
り
上
洛
の
間
、
於
二
会
坂
一
時
雨
二
逢
、
石
門
に
立
入
か
し
こ
く
ぬ
れ
ず
と
云
々
。
是
優

　
　
　
艶
の
儀
歎
。
而
懐
円
問
云
、
関
石
角
に
は
何
様
被
二
立
入
一
哉
、
門
侍
欺
と
云
々
、
懐
円
咲
、
其
、
石
之
廉
二
侍
、
不
二
知
給
一
歎
。

　
　
　
不
便
云
々
。
良
遅
閉
口
。
懐
円
度
々
蒙
レ
難
者
也
、

と
あ
り
、
良
遅
が
最
初
は
「
汝
が
鳴
く
」
を
「
長
鳴
く
」
と
誤
解
へ
あ
と
は
「
関
の
石
か
ど
」
は
「
石
角
」
で
あ
る
の
に
「
石
門
」
と
間

違
っ
た
話
で
あ
る
が
、
懐
円
の
批
評
は
厳
し
い
。
ま
た
袋
草
紙
・
下
巻
に
も
、

　
　
　
落
葉
隠
レ
路
題
を
清
成
法
師
歌
云
、

　
　
も
み
ぢ
㌧
る
秋
の
山
べ
は
し
ら
か
し
の
し
た
ば
か
り
こ
そ
み
ち
は
み
え
け
れ

　
　
　
懐
円
君
雅
済
云
、
無
一
題
心
蕗
已
露
顕
云
・
。

と
み
え
、
前
の
話
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
で
あ
る
。
彼
の
歌
は
後
拾
遺
集
に
三
首
入
集
し
て
い
る
、
こ
こ
で
輔
親
と
の
交
流
に
話
を
戻
し
て
み
よ

う
。
輔
親
は
重
代
の
歌
人
ら
し
く
風
流
を
好
み
、
観
月
の
た
め
寝
殿
の
南
庇
を
長
く
差
し
出
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
雑

談
」
に
よ
く
み
え
る
能
囚
法
師
に
代
表
さ
れ
る
風
流
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
能
因
法
師
の
風
流
を
象
徴
す
る
「
好
給
へ
。
好
ぬ
れ
ぱ
秀
歌
は

読
ぞ
」
と
同
じ
行
為
と
考
え
ら
れ
る
。
「
南
面
に
輔
親
一
人
月
ヲ
見
て
居
」
た
時
に
、
懐
円
が
行
き
合
せ
て
「
池
水
は
天
の
河
に
や
通
ふ

ら
む
空
な
る
月
の
そ
こ
に
見
ゆ
る
は
」
と
詠
ん
だ
（
菱
拾
遺
集
に
入
集
）
の
で
あ
る
が
、
懐
円
の
「
月
明
き
夜
歩
行
に
て
行
向
へ
る
」
も



「
好
く
」
行
動
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
こ
う
い
う
場
を
も
ち
秀
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
彼
ら
に
は
「
好
く
」
こ
と
が
秀
歌

を
詠
む
た
め
に
は
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
ら
白
身
の
た
め
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
大
申
臣
家
の
輔
親

が
こ
こ
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
上
に
父
や
先
祖
の
名
声
を
汚
さ
な
い
た
め
の
行
動
で
あ
る
と
清
輔
は
考
え
て

こ
こ
に
採
り
あ
げ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
い
ま
一
例
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
百
一
歌
合
一
之
比
、
長
元
欺
、
小
式
部
内
侍
入
二
歌
人
一
之
時
、
母
和
泉
式
部
為
二
保
昌
妻
一
在
二
丹
後
国
一
。
定
頼
卿
小
式
部
内
侍
が
局

　
　
　
前
二
立
寄
テ
戯
テ
云
、
い
か
に
丹
後
へ
人
は
遣
侯
や
、
未
二
帰
参
一
欺
ト
云
て
起
時
、
小
式
部
内
侍
取
二
直
衣
袖
一
云
、

　
　
大
江
山
生
野
の
道
の
遠
け
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
見
ず
天
の
橋
立

　
　
　
定
頼
卿
引
や
り
逃
と
云
々
。
（
「
置
二
白
紙
一
作
法
」
）

　
定
頼
は
藤
原
公
任
男
で
あ
り
、
た
と
え
ば
菱
拾
遺
集
に
十
四
首
、
千
載
集
に
三
首
、
新
古
今
集
に
四
首
入
集
し
て
い
る
、
彼
の
話
は
「
雑

談
」
に
も
み
え
て
お
り
、
歌
人
の
子
ら
し
く
父
に
和
泉
式
部
と
赤
染
衛
門
の
歌
の
優
劣
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
父
は
「
非
二
口
之
論
一
」
と

い
い
な
が
ら
も
、
式
部
の
歌
、
特
に
「
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
ぶ
き
」
を
誉
め
る
の
に
対
し

て
、
定
頼
は
「
く
ら
き
よ
り
く
ら
き
道
に
ぞ
入
り
ぬ
べ
き
は
る
か
に
照
せ
山
の
は
の
月
」
を
称
賛
す
る
。
父
は
「
く
ら
き
よ
り
く
ら
き

道
」
は
経
文
か
ら
思
い
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
「
は
る
か
に
照
せ
」
は
こ
れ
か
ら
引
か
れ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
高
く
評
価
し

な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
歌
人
父
子
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
て
興
味
深
い
。
ま
た
定
頼
の
孫
の
公
円
僧
都
の
逸
語
が
「
雑
談
」
に
み

え
て
お
り
、
あ
る
少
年
に
代
わ
っ
て
ひ
そ
か
に
彼
が
す
べ
て
代
詠
し
て
い
た
が
、
あ
る
歌
会
の
時
に
代
詠
し
た
「
い
か
ば
か
り
寂
し
か
ら
ま

し
山
里
の
月
さ
へ
す
ま
ぬ
此
夜
な
り
せ
ば
」
が
賞
讃
を
博
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
公
任
の
子
孫
に
は
優
れ
た
歌
人
が
い
る

の
で
あ
る
。
定
頼
と
小
式
部
内
侍
の
語
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
彼
が
返
歌
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
不
名
誉
な
話
と
い
う
感
じ
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〇

が
す
る
が
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
話
の
す
ぐ
前
に
、
藤
原
泰
憲
が
あ
る
歌
会
の
時
、
急
用
の
た
め
退
出
す
る
こ
と
に
な
り
、
人

々
の
要
請
で
そ
の
代
わ
り
に
歌
を
詠
ん
で
お
い
た
の
だ
が
、
彼
の
辞
去
後
に
開
封
し
た
と
こ
ろ
、
位
署
と
題
だ
け
を
書
き
、
歌
に
つ
い
て

は
「
可
二
追
進
一
」
と
だ
け
書
い
て
あ
っ
た
と
い
う
語
が
あ
り
、
最
後
に
「
凡
得
レ
名
人
中
々
事
云
出
ヨ
リ
遁
避
一
之
事
也
」
と
清
輔
の
批

評
が
あ
る
。
ま
た
定
煩
の
こ
の
話
の
あ
と
に
は
、
忠
通
が
俊
頼
に
歌
を
贈
っ
た
話
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
凡
は
秀
歌
ニ
ハ
返
事
ハ

不
レ
云
。
是
故
実
と
云
々
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
あ
と
に
「
如
レ
此
之
輩
不
レ
為
二
恥
辱
一
欺
」
と
清
輔
の
批
評
が
あ
る
。
こ
の
批
評
は
泰

憲
一
定
頼
一
忠
通
の
三
話
を
承
け
る
か
、
あ
る
い
は
定
頼
一
忠
通
の
二
話
か
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
に

共
通
す
る
も
の
は
、
歌
を
あ
え
て
詠
ま
な
い
場
合
の
語
で
あ
り
、
彼
ら
に
は
恥
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
清
輔
の
こ

の
批
評
の
あ
と
に
小
右
記
か
ら
引
用
す
る
「
こ
の
よ
を
ば
わ
が
よ
と
ぞ
お
も
ふ
も
ち
月
の
か
け
た
る
こ
と
も
な
し
と
思
へ
ば
」
の
歌
に
っ

い
て
の
話
が
あ
る
。
道
長
が
こ
の
歌
を
詠
む
前
に
実
資
に
返
歌
す
る
よ
う
に
約
東
さ
せ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
実
際
は
返
歌
せ
ず
、
道
長
の

歌
を
数
度
詠
吟
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
っ
い
て
も
清
輔
は
「
今
案
秀
歌
ニ
ハ
萄
モ
返
事
不
レ
云
之
由
ト
云
々
」
と
評
す
る
。
定
、

頼
が
逃
げ
去
っ
た
理
由
も
あ
る
い
は
こ
の
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
は
こ
の
故
実
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
和
泉

式
部
と
赤
染
衛
門
の
歌
の
優
劣
を
め
ぐ
る
父
公
任
と
の
や
り
と
り
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
教
育
が
行
な
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
小
式
部
内
侍
は
和
泉
式
部
の
血
を
受
け
継
い
で
機
智
に
富
ん
だ
秀
歌
を
詠
ん
だ
か
と
思
う
と
、
定
頼
も
ま
た
故
実
に
よ
っ
て
す
ば
ら
し

い
対
応
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
は
歌
人
の
子
同
士
ら
し
い
や
り
と
り
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三

　
い
ま
ま
で
採
り
あ
げ
た
話
は
い
ず
れ
も
歌
人
の
理
想
的
な
姿
で
あ
っ
た
が
、
清
輔
は
こ
れ
に
か
ぎ
ら
ず
、
歌
人
の
ふ
さ
わ
し
く
な
い
姿

を
も
み
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
正
、
負
の
両
面
か
ら
歌
人
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
歌
人
と
し
て
の
理
想
的
な
あ
り
よ
う
を
示
そ
う
と



す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
重
代
と
明
記
さ
れ
る
者
の
失
敗
講
を
あ
げ
て
み
た
い
。

　
　
　
三
井
寺
二
有
二
増
珍
云
者
－
　
忠
命
法
橋
親
弟
也
。
少
和
歌
不
堪
也
。
而
思
二
重
代
一
常
以
二
受
歌
一
心
に
く
㌧
つ
く
る
。
干
レ
時
同
朋

　
　
　
中
有
二
凶
人
者
「
　
此
事
ヲ
令
二
露
顕
一
ト
支
度
、
兼
日
出
レ
題
催
と
云
々
。
如
二
先
々
一
構
二
受
歌
「
　
参
二
衆
会
所
－
　
臨
レ
時
結
構
僧

　
　
　
云
、
先
日
之
題
悪
。
今
夜
可
レ
改
レ
題
云
々
。
各
承
諾
。
時
術
尽
大
不
請
云
、
略
々
二
お
は
す
る
君
か
な
と
て
起
レ
座
逐
電
。
万
人

　
　
　
解
レ
頭
云
々
。
（
「
雑
談
」
）

　
歌
に
堪
能
で
な
い
増
珍
が
兼
題
で
あ
っ
た
の
で
い
つ
も
代
詠
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。
あ
る
歌
会
の
時
に
意
地
の
悪
い
者
が
彼
の
不
堪
を

暴
露
し
よ
う
と
し
て
歌
題
を
変
え
た
の
で
恥
を
か
い
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
増
珍
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
こ
こ
に
忠
命
法
橋
の
実
弟
と

あ
る
だ
け
で
他
に
確
か
な
資
料
も
な
ノ
＼
「
思
二
重
代
一
」
と
あ
っ
て
も
事
実
か
否
か
わ
か
ら
な
い
。
と
も
か
く
重
代
と
い
う
こ
と
で
い
つ

も
歌
会
等
に
招
待
さ
れ
、
断
り
き
れ
ず
に
出
席
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
重
代
で
あ
る
の
で
つ
ま
ら
な
い
歌
を
詠
む
わ
け
に
は
い
か
ず
、

そ
の
た
め
代
詠
し
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
そ
の
当
時
重
代
が
尊
重
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
た
え

ず
重
代
と
い
う
宿
命
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
次
に
源
俊
頼
男
の
俊
重
の
逸
話
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
彼
は
経
信
の
孫
に
あ

た
り
、
父
は
金
葉
集
の
撰
者
で
あ
り
、
歌
林
苑
俊
恵
と
は
兄
弟
で
あ
る
。
俊
重
は
干
載
集
に
一
首
入
る
。

　
　
　
俊
重
君
於
二
或
宮
原
一
談
二
女
房
「
干
レ
時
持
二
藤
花
「
女
云
、
そ
れ
が
う
ら
ば
の
と
云
々
。
俊
重
不
レ
知
二
其
故
一
黙
而
止
畢
。
後
日
其

　
　
　
由
ヲ
語
二
厳
閤
「
俊
頼
云
、
後
撰
二
藤
の
う
ら
ば
の
う
ら
と
け
て
と
云
歌
不
レ
知
欺
、
如
何
。
答
云
、
知
給
侯
。
藤
を
持
た
る
を
み

　
　
　
て
そ
れ
が
う
ら
ば
と
云
は
非
二
件
歌
之
意
一
哉
。
如
レ
此
事
不
レ
能
レ
教
事
云
々
。
　
（
「
連
歌
骨
法
」
）

　
こ
の
話
も
い
く
っ
か
の
興
味
あ
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
、
「
如
レ
此
事
不
レ
能
レ
教
事
」
か
ら
み
て
、
父
が
有
名
歌
人
と
い
う
こ
と

で
子
は
や
は
り
親
か
ら
教
授
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
具
体
例
と
し
て
袋
草
紙
や
和
歌
色
葉
か
ら
二
、
三
あ
げ
て
お
い

た
が
、
い
ま
一
っ
清
輔
の
祖
父
顕
季
が
父
顕
輔
に
秀
歌
を
詠
む
心
得
を
教
え
た
話
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
　
『
袋
草
紙
』
著
述
意
図
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
芦
田
耕
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

　
　
　
六
条
修
理
大
夫
顕
季
卿
被
レ
申
ケ
ル
ハ
。
和
歌
二
秀
旬
ヨ
ム
ハ
次
ゴ
ト
也
。
タ
ト
ヒ
読
ト
モ
可
レ
随
レ
便
ナ
リ
。
タ
ト
ヘ
バ
路
ヲ
ユ

　
　
　
カ
ム
ニ
。
ソ
バ
ヨ
リ
秀
歌
ノ
来
テ
ト
リ
ツ
カ
ム
ヲ
ヨ
ム
ベ
シ
。
ワ
ザ
ト
秀
旬
モ
ト
メ
ニ
ト
テ
。
藪
へ
横
入
コ
ト
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

　
　
　
秀
旬
ハ
此
歌
ノ
様
ニ
ョ
ム
ベ
シ
ト
テ
。
此
鈴
鹿
ヤ
マ
ノ
歌
（
注
、
拾
遺
集
に
入
る
斎
宮
女
御
の
歌
。
「
世
に
ふ
れ
ば
又
も
越
け
り

　
　
　
す
ゾ
か
山
昔
の
今
に
成
に
や
あ
る
ら
ん
」
）
ヲ
ゾ
被
レ
出
之
由
。
故
左
京
兆
顕
輔
卿
常
二
語
ラ
レ
侍
シ
。
　
（
顕
昭
『
拾
遺
抄
註
』
）

　
こ
れ
ら
に
似
た
要
領
で
俊
重
は
教
授
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
は
「
不
レ
能
レ
教
事
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
は
、
「
そ
れ
が
う
ら
ば
」
と
藤
の
花
を
持
っ
た
女
房
か
ら
詠
み
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
撰
集
の
「
は
る
日
さ
す
藤
の
う

ら
ば
の
う
ち
と
け
て
君
し
お
も
は
ゴ
我
も
た
の
ま
む
」
に
拠
っ
て
お
り
、
「
そ
れ
」
は
女
房
が
わ
ざ
と
暖
昧
に
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
相
手

が
ど
ん
な
反
応
を
す
る
か
試
し
て
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
俊
重
が
俊
頼
の
子
で
あ
る
か
ら
女
房
と
し
て
も
試
し
て
み
た
く
な
っ
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
父
の
説
明
を
聞
い
て
彼
が
「
は
る
日
さ
す
」
の
歌
な
ら
知
っ
て
い
る
と
答
え
た
の
は
あ
る
い
は
父
の
教
授
の

結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
教
授
は
こ
こ
ま
で
が
隈
界
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
、
「
は
る
目
さ
す
」
の
歌
を

思
い
起
こ
し
て
そ
れ
に
拠
っ
て
応
対
す
る
こ
と
は
お
の
お
の
の
器
量
に
よ
る
の
で
あ
る
。
俊
重
は
女
房
か
ら
こ
の
器
量
を
問
わ
れ
た
の
で

は
な
い
か
。
こ
れ
に
優
れ
て
い
る
こ
と
で
歌
人
と
し
て
の
名
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
話
の
場
合
は
重
代
の
歌
人
の
子
と
し
て
の
名

声
を
得
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
次
に
有
名
歌
人
の
子
に
関
す
る
語
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
其
時
御
屏
風
の
歌
、
樗
レ
衣
所
兼
盛
詠
、

　
　
衣
う
つ
べ
き
時
や
き
ぬ
ら
む

　
　
　
紀
時
文
、
件
色
紙
形
を
書
之
時
、
抑
レ
筆
云
、
現
在
擦
レ
衣
を
み
て
衣
打
べ
き
時
や
き
ぬ
ら
む
と
詠
之
条
、
如
何
。
侃
被
レ
問
二
兼

　
　
　
盛
一
之
処
、
串
て
云
、
貫
之
、
延
喜
御
時
御
屏
風
駒
迎
所
に
、
今
や
引
ら
む
望
月
の
駒
と
詠
ぜ
し
に
有
二
此
難
一
欺
、
い
か
ゾ
。
干
レ

　
　
　
時
時
文
閉
旦
ム
々
。
　
（
「
雑
談
」
）



　
前
出
の
、
「
風
ふ
け
ば
沖
つ
し
ち
な
み
た
つ
た
山
よ
は
に
や
き
み
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
」
の
歌
を
父
貫
之
が
時
文
に
教
え
る
話
（
前
出

『
和
歌
色
葉
』
）
を
知
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
教
え
が
い
の
な
い
不
肖
の
子
と
い
う
感
じ
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と

し
て
、
歌
人
の
子
が
他
人
で
も
知
っ
て
い
る
父
の
歌
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
「
今
や
引
ら
む
」
の
歌
を
聞
い
て
父
の

歌
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
わ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
状
況
等
も
含
め
て
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
お
く
と
い

う
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
兼
盛
の
歌
の
「
ら
む
」
に
疑
間
を
感
じ
て
も
条
件
反
射
的
に
父
の
歌
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
ま
で
思
い

及
ば
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
俊
重
の
場
合
と
違
っ
て
、
父
の
歌
に
気
が
っ
か
な
か
っ
た
の
は
歌
人
の
子
と
し
て
恥
ず
か
し
い
か
ぎ

り
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
は
と
も
に
こ
れ
ら
の
歌
を
熟
知
し
て
い
1
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
共
通
す
る
。
な
お
、
時
文
の
話
は
顕
昭

が
養
父
顕
輔
か
ら
伝
え
聞
い
た
話
（
『
拾
遺
抄
註
』
）
で
あ
る
の
で
、
顕
輔
も
こ
れ
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
親
子
歌
人
や
重
代
の
歌
人
に
っ
い
て
、
例
を
あ
げ
た
だ
け
で
も
随
分
逸
話
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
っ
に
は

ほ
か
な
ら
ぬ
清
輔
が
そ
の
立
場
に
い
る
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
「
雑
談
」
か
ら
彼
白
身
の
こ
と
を
述
べ
る
簡
所
で
説
明

し
て
み
よ
う
。

　
　
　
予
（
注
、
清
輔
）
追
二
先
雌
、
叙
位
之
時
、
故
鳥
羽
院
巾
文
二
副
之
歌

　
　
や
べ
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
串
事
一
四
位
二
度
々
漏
了
。
昆
弟
等
ハ
到
二
四
品
一
無
二
聴
事
一
思
て
所
レ
詠
レ
之
。
賢
有
二
御
感
「
其
後
叙
二
四
品
－
　
仰
云
、

　
　
　
重
代
者
か
た
ほ
な
る
事
だ
に
あ
り
、
尤
有
レ
興
之
歌
体
。
雛
二
別
様
一
御
哀
憐
之
至
欺
。

こ
れ
は
位
を
弟
に
追
い
抜
か
れ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
「
や
一
く
の
一
の
歌
柔
一
て
、
や
一
と
の
こ
と
で
念
願
を
は
た
し
て
従
四
位
下

　
　
『
袋
草
紙
』
著
述
意
図
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



　
　
芦
田
耕
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

に
な
っ
た
話
で
あ
る
。
鳥
羽
院
の
感
心
し
た
の
は
、
「
重
代
者
か
た
ほ
な
る
事
だ
に
あ
り
」
、
つ
ま
り
重
代
の
歌
人
で
あ
っ
て
も
下
手
な
歌

を
詠
む
こ
と
が
あ
る
が
、
溝
輔
は
秀
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
話
も
重
代
の
者
は
い
わ
ぱ
秀
歌
を
詠
ん
で
当
然
で
あ
る
と
人
々
は

考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
は
こ
の
話
の
あ
と
に
、
時
間
的
に
前
後
す
る
が
、
正
五
位
下
に
昇
進
し
た
と
き
の
話
が
あ
る
。

　
　
　
新
院
御
給
ヲ
申
二
度
々
漏
し
か
ば
、
十
二
月
二
十
日
比
、
事
之
次
二
秦
聞
す
る
歌

　
　
位
山
ま
だ
き
鶯
人
し
れ
ぬ
ね
の
み
な
か
れ
て
春
を
ま
つ
か
な

　
　
　
明
年
御
給
所
レ
給
也
。
競
望
人
有
二
其
数
「
　
而
仰
云
、
依
二
優
和
歌
「
給
二
清
輔
二
酉
々
。
何
之
面
目
か
如
レ
之
哉
。
雄
レ
不
レ
堪
レ
事
、

　
　
　
依
二
此
道
一
度
々
有
二
面
目
「
　
是
多
年
稽
古
之
所
レ
致
歎
。

　
彼
は
和
歌
の
道
に
よ
っ
て
昇
位
が
か
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
こ
れ
は
「
多
年
稽
古
」
の
賜
物

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
稽
古
」
の
用
例
は
た
と
え
ば
八
雲
御
抄
。
巻
六
に
「
梨
壷
の
五
人
め
で
た
し
と
い
へ
ど
も
、
か

の
古
今
の
四
人
の
撰
者
に
及
ぶ
べ
か
ら
ず
。
能
宣
二
兀
輔
は
為
二
重
代
一
之
上
、
尤
可
レ
然
歌
人
な
り
。
順
又
重
代
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、

此
道
稽
古
の
者
な
り
。
茂
材
・
時
文
は
た
だ
父
が
子
と
い
ふ
ば
か
り
な
り
」
と
あ
る
。
能
宣
ら
は
重
代
で
あ
っ
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
歌

人
で
あ
り
、
順
は
重
代
で
は
な
い
が
、
「
稽
古
の
者
」
で
優
れ
た
歌
人
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ち
に
い
う
「
稽
古
」
は
歌
に
対
す
る
修
練

と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
。
袋
草
紙
の
こ
れ
ら
一
連
の
自
慢
話
は
彼
が
重
代
の
歌
人
で
あ
っ
て
そ
し
て
そ
の
面
目
を
施
す
こ
と
が
で

き
た
の
は
稽
古
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
言
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
重
代
で
あ
る
場
合
に
は
、
人
々
か
ら
そ
れ
だ
け
厳
し
い
目
で

み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
稽
古
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。
稽
古
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
こ
こ
で
彼
の
詠
歌
の
際
の
自
慢
話
を
い
ま
一
っ
採
り
あ
げ
て
説
明
し
て
み
た
い
。
あ
る
日
の
こ
と
、
忠
通
の
御
所
で
女
房
が
薫
物
を

一
包
み
出
し
た
の
で
人
々
が
争
っ
て
取
っ
た
と
こ
ろ
薫
物
で
は
な
か
っ
た
（
こ
の
目
は
彼
は
忠
通
邸
に
参
上
し
て
い
な
か
っ
た
）
。
翌
目

に
な
っ
て
そ
の
女
房
が
「
薫
物
に
心
お
そ
さ
の
程
は
兄
え
に
き
」
の
歌
（
一
二
一
旬
は
清
輔
白
身
忘
却
し
た
と
し
て
い
る
）
を
送
っ
て
き



た
の
で
当
然
講
か
返
歌
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
場
に
は
詠
む
べ
き
人
が
誰
も
い
な
か
っ
た
の
で
、
清
輔
（
こ
の
日
は
参
上
し
て
い

た
）
が
仕
方
な
く
「
玉
だ
れ
の
御
簾
の
申
よ
り
出
し
か
ば
虚
だ
き
も
の
と
は
誰
か
し
り
に
き
」
と
詠
ん
だ
。
こ
れ
が
人
々
の
絶
賛
す
る
と

こ
ろ
と
な
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
（
「
雑
談
」
）
。
女
房
の
歌
は
薫
物
で
人
々
の
愚
か
な
心
の
ほ
ど
を
知
っ
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ

る
。
一
方
、
「
玉
だ
れ
の
」
の
歌
の
要
点
は
、
「
虚
だ
き
も
の
」
を
「
空
薫
物
」
と
「
「
そ
ら
」
を
文
字
通
り
「
虚
」
の
意
味
に
も
か
よ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0

せ
、
「
非
薫
物
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
か
け
」
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
機
智
に
富
ん
だ
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
お
い

て
前
述
し
た
忠
見
の
歌
と
も
相
通
じ
る
。
こ
う
い
う
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
一
朝
一
タ
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
う
と
は

明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
稽
古
の
結
果
で
あ
る
と
い
い
た
い
と
読
み
と
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
次
は
歌
の
知
識
に
関
す
る
自
慢
話
で
あ

る
。
応
保
二
年
三
月
十
三
日
中
宮
御
殿
で
の
貝
合
せ
に
彼
は
判
者
と
し
て
出
席
し
た
が
、
「
こ
の
も
か
の
も
」
と
い
う
語
を
用
い
た
歌
が

あ
り
、
藤
原
範
兼
は
こ
の
語
は
筑
波
山
以
外
で
詠
む
べ
き
で
は
な
い
と
判
じ
て
負
と
し
た
。
俊
成
も
こ
れ
に
賛
成
で
あ
っ
た
が
、
清
輔
は

こ
れ
に
反
論
し
て
凡
河
内
躬
恒
の
仮
名
序
（
実
態
は
不
明
）
に
「
漢
河
鳥
鵠
の
よ
り
羽
の
橋
を
渡
し
て
、
此
も
か
の
も
に
行
か
ふ
」
と
あ

っ
た
こ
と
を
披
露
し
、
名
声
を
挙
げ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
「
雑
談
」
）
。
こ
の
博
識
は
稽
古
に
よ
っ
て
し
か
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
お

よ
そ
彼
は
稽
古
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
他
の
文
献
か
ら
も
窺
え
る
。
『
愚
秘
抄
』
に
、
「
近
来
の
好
士
」
と
し
て
、
基
俊
一
俊
頼
・
顕
輔
・

清
輔
を
あ
げ
、
次
い
で
「
其
の
中
に
も
、
俊
頼
朝
臣
は
、
生
得
の
堪
能
と
覚
え
侍
り
。
基
俊
、
清
輔
な
ど
は
、
稽
古
の
人
に
て
誤
な
か
り

し
人
な
り
き
」
と
評
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
自
他
と
も
に
「
稽
十
口
の
人
」
と
認
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
そ

も
そ
も
彼
が
袋
草
紙
を
著
し
た
こ
と
が
「
稽
古
」
の
結
果
だ
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
袋
草
紙
の
説
話
に
は
親
子
歌
人
や
重
代
の
歌
人
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
彼
ら
の
姿
を
正
お
よ
び
負
の
両
面
で
描
い
て
い

る
が
、
彼
ら
は
そ
れ
相
当
に
歌
の
道
に
お
い
て
厳
し
さ
を
要
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
父
祖
が
歌
人
で
あ
っ
て
子
孫
が
そ
の
才
能
を
受

け
継
ぎ
そ
し
て
彼
ら
か
ら
歌
に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
な
教
授
を
う
け
た
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
歌
人
と
し
て
大
成
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
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い
。
父
祖
の
名
を
恥
ず
か
し
め
な
い
歌
人
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
倦
ま
な
い
絶
ゆ
ま
な
い
「
稽
古
」
が
必
要
な
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
忠
見
が
機
智
に
富
ん
だ
歌
を
詠
め
た
理
由
の
一
半
は
、
清
輔
が
「
玉
だ
れ
の
」
の
歌
を
機
智
で
詠
む
こ
と
が
で
き
た
の
は

修
練
の
結
果
に
よ
る
と
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
お
い
た
が
、
こ
の
類
例
か
ら
考
え
て
も
、
単
に
忠
見
の
父
親
ゆ
ず
り
の
才
能
や
父

の
教
授
に
だ
け
よ
る
と
解
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
相
当
の
修
練
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
ま
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
忠
通
が
実

頼
の
歌
を
ふ
ま
え
て
詠
ん
だ
の
も
や
は
り
そ
れ
だ
け
彼
の
歌
に
熟
知
し
て
い
た
（
修
練
の
結
果
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
輔
親
と
懐
円
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

交
流
も
彼
ら
が
と
も
に
好
い
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
風
流
事
も
「
好
給
へ
。
好
ぬ
れ
ば
秀
歌
は
読
ぞ
」
（
前
出
）
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ぱ
秀
歌
を
詠
む
た
め
の
修
練
と
い
い
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
修
練
の
不
足
し
た
話
を
あ
げ
て
み
る
と
、
俊

重
が
女
房
か
ら
言
い
懸
け
ら
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
話
は
、
藤
の
花
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
依
拠
し
た
後
撰
集
の
歌
に

習
熟
さ
え
し
て
い
た
な
ら
ば
そ
の
歌
に
思
い
及
ぶ
は
ず
な
の
で
あ
り
、
時
文
の
失
敗
潭
も
父
の
歌
を
熟
知
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
六
代
相
伝
之
歌
人
」
の
大
中
臣
家
に
お
い
て
そ
の
名
声
を
お
の
お
の
が
立
派
に
受
け
継
い
だ
の
は

「
稽
古
」
で
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
彼
の
家
の
話
を
多
く
採
り
あ
げ
た
清
輔
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の

大
中
臣
家
に
劣
ら
ず
、
隆
経
－
顕
季
－
顕
輔
－
清
輔
と
続
い
て
き
た
六
条
藤
家
の
一
員
で
あ
る
清
輔
に
と
っ
て
袋
草
紙
を
著
述
す
る
こ
と

は
、
対
内
的
に
は
「
作
歌
上
の
心
得
を
教
示
す
る
」
（
前
出
）
だ
け
で
は
な
く
て
も
っ
と
広
く
重
代
の
歌
人
の
心
構
え
を
説
き
、
対
外
的

に
は
重
代
の
家
と
し
て
の
厳
し
さ
を
強
調
し
、
そ
し
て
こ
れ
に
堪
え
た
六
条
藤
家
の
衿
侍
を
誇
示
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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曽
神
昇
氏
「
袋
草
紙
及
び
同
遺
編
に
就
い
て
」
　
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
十
一
年
九
月
号
）
、
歌
学
大
系
本
『
袋
草
紙
』
解
題
。
樋
口
芳
麻
呂
氏

「
袋
草
紙
・
無
名
草
子
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
」
　
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
四
十
五
年
四
月
特
輯
号
）

井
上
宗
雄
氏
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
』
所
収
の
「
六
条
藤
家
の
人
々
」

小
沢
。
後
藤
・
島
津
・
樋
口
氏
『
袋
草
紙
注
釈
』
上
・
下
　
　
藤
岡
忠
美
先
生
監
修
一
袋
草
紙
研
究
会
（
西
村
加
代
子
。
中
村
康
夫
・
芦
田
）
　
「
袋

草
紙
注
釈
」
一
～
十
（
「
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
」
に
連
載
）

久
曽
神
氏
、
注
1
に
同
じ
。

『
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
。
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

注
3
『
注
釈
』
下
の
「
解
題
」

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

山
口
博
氏
『
工
朝
歌
壇
の
研
究
－
宇
多
醍
醐
朱
雀
朝
篇
1
』
な
ど
◎

注
3
『
注
釈
』

注
9
に
同
じ

『
袋
草
紙
』
著
述
意
図
に
関
す
る
一
考
察

九
七


