
は
じ
め
に

（
１
）

（
２
）

六
条
藤
家
清
輔
（
一
一
〇
八
年
―
七
七
）
の
『
清
輔
集
』
は
四
四
四
首
か
ら
成
り
、
晩
年
の
自
撰
と
さ
れ
て
い
る
が
、
福
崎
春
雄
氏
、

（
３
）

（
４
）

井
上
宗
雄
氏
、
橋
本
不
美
男
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
完
成
し
な
い
で
没
し
た
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
不
審
な
点
が
存
す
る
の
で
あ

り
、
た
と
え
ば
、
弟
重
家
の
こ
と
が「
し
げ
い
へ
」（
三
三
八
番
）「
し
げ
家
」（
三
二
四
番
）「
重
家
」（
三
二
七
番
）「
重
家
卿
」（
三
一
六
・
三
三
七
・

四
二
一
番
）、
藤
原
俊
成
が
「
俊
成
」（
三
三
四
番
）「
俊
成
入
道
」（
四
〇
四
番
）、
六
条
天
皇
が
「
六
条
院
」（
三
二
六
番
）「
新
院
」（
四
二
五
番
）

な
ど
と
見
え
、
統
一
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
５
）

筆
者
も
諸
氏
の
驥
尾
に
付
し
て
一
応
自
撰
と
し
て
成
立
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
一
度
に
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
四
〇
首

程
度
の
原
家
集
を
二
条
天
皇
（
一
一
四
三
年
―
六
五
）
即
位
の
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
八
月
一
一
日
こ
ろ
に
献
上
し
、
残
り
の
三
〇
〇
首

ほ
ど
は
ご
く
晩
年
こ
れ
に
増
補
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
お
い
た
。

さ
ら
に
精
査
し
て
い
く
と
、
詞
書
や
左
注
で
第
三
者
の
手
が
加
え
ら
れ
た
と
思
し
い
歌
が
幾
首
か
存
す
る
こ
と
に
気
が
付
く
の
で
あ
る
。

一

ま
ず
、
詞
書
か
ら
二
例
を
挙
げ
て
い
こ
う
。

『
清
輔
集
』
に
お
け
る
第
三
者
の
加
筆
を
め
ぐ
っ
て

芦

田

耕

一

『
清
輔
集
』
に
お
け
る
第
三
者
の
加
筆
を
め
ぐ
っ
て

一



物
い
ひ
わ
た
り
け
る
女
に
、
ほ
い
に
は
あ
ら
で
た
え
に
け
る
後
、
わ
す
れ
が
た
く
や
お
も
ひ
け
む
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

２９８
こ
ひ
し
さ
の
た
ぐ
ひ
も
浪
に
袖
ぬ
れ
て
ひ
ろ
ひ
わ
び
ぬ
る
忘
れ
貝
か
な

か
へ
し

２９９
こ
ひ
し
さ
に
袖
ぬ
る
ば
か
り
お
も
ひ
せ
ば
忘
れ
貝
を
も
ひ
ろ
は
ざ
ら
ま
し

こ
れ
は
二
八
二
番
か
ら
三
〇
三
番
ま
で
の
恋
の
日
常
生
活
詠
中
に
あ
る
。
類
が
な
い
く
ら
い
に
あ
な
た
が
恋
し
い
の
で
涙
で
袖
が
濡
れ
て

し
ま
い
忘
れ
貝
を
拾
い
か
ね
て
い
ま
す
と
い
う
贈
歌
に
対
し
て
、
袖
が
濡
れ
る
く
ら
い
私
の
こ
と
を
思
っ
て
い
た
ら
わ
ざ
わ
ざ
忘
れ
貝
を
拾

う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
、
濡
れ
る
ほ
ど
に
思
っ
て
い
な
い
か
ら
忘
れ
貝
を
拾
お
う
と
思
う
の
で
す
よ
と
切
り
返
し
た
の
で
あ
る
。

詞
書
を
素
直
に
読
め
ば
、「
物
い
ひ
わ
た
り
け
る
女
に
」
は
「
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
」
に
か
か
り
、
贈
歌
は
清
輔
詠
、
返
歌
は
女
詠
と

な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
挿
入
句
の
「
わ
す
れ
が
た
く
」
思
っ
た
の
は
清
輔
で
あ
り
、
そ
の
自
身
の
行
為
に
対
し
て
「
や
お
も
ひ
け
む
」

と
推
量
形
に
な
る
の
は
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
り
、
な
に
よ
り
も
歌
を
よ
め
ば
分
か
る
の
で
こ
れ
は
不
要
で
あ
る
。
も
し
挿
入
句
を
女
の
所

為
と
す
る
な
ら
ば
、「
物
い
ひ
わ
た
り
け
る
女
の
」
で
あ
れ
ば
納
得
が
い
き
、
さ
ら
に
返
歌
は
作
者
名
表
記
が
な
い
の
で
清
輔
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
、
な
ん
ら
不
都
合
は
な
い
。
し
か
し
、「
女
の
」
と
あ
る
『
清
輔
集
』
は
な
い
。

こ
こ
で
、
返
歌
の
作
者
名
に
「
女
」
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
関
わ
っ
て
『
清
輔
集
』
の
作
者
名
表
記
を
検
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、

宮
ば
ら
な
る
女
の
、
な
さ
け
な
き
け
し
き
な
り
け
れ
ば
、
い
ひ
や
り
け
る

３００
あ
は
れ
を
も
か
け
て
や
み
に
し
白
浪
の
な
ご
り
を
し
の
ぶ
わ
れ
や
な
に
な
り

か
へ
し

女

３０１
あ
だ
に
よ
る
浪
の
心
を
わ
く
か
ら
に
あ
は
れ
し
ら
ぬ
に
な
り
に
け
る
か
な

い
も
う
と
の
は
ら
に
、
中
摂
政
の
お
ほ
ん
む
す
め
む
ま
れ
た
ま
へ
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
て
、
重
家
卿
の
も
と
へ

３１６
我
が
か
ど
に
を
し
ほ
の
松
の
生
ひ
ぬ
れ
ば
お
よ
ば
ぬ
み
ま
で
千
代
を
こ
そ
ま
て

か
へ
し

重
家
卿

３１７
お
も
ひ
や
れ
く
ら
ゐ
の
山
に
枝
し
げ
く
さ
か
え
ゆ
く
べ
き
松
の
け
し
き
を

二



な
ど
は
自
明
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
律
義
に
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
以
外
に
も
、
紙
幅
の
関
係
で
全
文
の
紹
介
は
割
愛
す
る
が
、
明
確
な
例
を
簡
略
な
形
で
挙
げ
る
と
、「
俊
成
の
も
と
へ
つ
か
は
し

け
る
」
に
対
し
て
作
者
名
は
「
俊
成
」（
三
三
四
番
）、「
重
家
卿
の
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る
」
に
対
し
て
「
し
げ
い
へ
」（
三
三
八
番
）、「
少
納

言
入
道
信
西
が
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る
」
に
対
し
て
「
信
西
」（
四
〇
九
番
）
な
ど
と
あ
る
。

こ
の
形
式
は
清
輔
撰
の
『
続
詞
花
集
』
に
も
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
。「
別
」
の
、

み
ち
の
く
に
の
す
け
に
て
ま
か
り
け
る
時
、
範
永
朝
臣
許
に
つ
か
は
し
け
る

高
階
経
重
朝
臣

６９２
ゆ
く
す
ゑ
に
あ
ぶ
く
ま
川
の
な
か
り
せ
ば
い
か
に
か
せ
ま
し
け
ふ
の
わ
か
れ
を

か
へ
し

藤
原
範
永
朝
臣

６９３
君
に
ま
た
あ
ぶ
く
ま
が
は
を
ま
つ
べ
き
に
残
り
す
く
な
き
我
ぞ
か
な
し
き

が
あ
り
、
他
の
例
を
挙
げ
る
と
、「
前
大
納
言
公
任
な
が
た
に
に
す
み
け
る
比
、
十
二
月
ば
か
り
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
」
の
息
定
頼
の
歌
に

対
し
て
作
者
名
は
「
前
大
納
言
公
任
」（
雑
上
・
八
一
九
番
）、「
少
将
井
尼
、
大
原
よ
り
い
で
た
り
と
き
き
て
」
の
和
泉
式
部
の
歌
に
対
し
て

「
少
将
井
尼
」（
雑
下
・
八
九
四
番
）
と
見
え
、
返
歌
の
作
者
が
不
明
な
場
合
は
「
よ
み
人
不
知
」（
雑
上
・
七
七
三
番
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

清
輔
の
父
顕
輔
が
撰
し
た
『
詞
花
集
』
を
見
る
と
、
贈
答
歌
は
少
な
い
が
、
た
と
え
ば
「
恋
下
」
に
、

中
納
言
通
俊
た
え
侍
り
に
け
れ
ば
い
ひ
つ
か
は
し
け
る

読
人
不
知

２６７
さ
り
と
て
は
た
れ
に
か
い
は
ん
い
ま
は
た
だ
人
を
わ
す
る
る
こ
こ
ろ
を
し
へ
よ

か
へ
し

中
納
言
通
俊

２６８
ま
だ
し
ら
ぬ
こ
と
を
ば
い
か
が
を
し
ふ
べ
き
人
を
わ
す
る
る
身
に
し
あ
ら
ね
ば

と
あ
り
、
他
に
も
藤
原
師
実
の
「
や
す
す
け
の
王
の
は
は
の
も
と
へ
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
」
の
歌
に
対
し
て
作
者
名
は
「
康
資
王
母
」（
春
・

二
〇
番
）
と
記
さ
れ
る
。

『
清
輔
集
』
に
お
け
る
第
三
者
の
加
筆
を
め
ぐ
っ
て

三



『
清
輔
集
』
に
お
い
て
、
返
歌
の
作
者
名
表
記
は
勅
撰
集
の
体
裁
に
倣
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

と
し
ご
ろ
の
妻
に
お
く
れ
た
る
人
の
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る

３４１
い
も
せ
川
か
へ
ら
ぬ
水
の
わ
か
れ
路
は
き
き
わ
た
る
に
も
袖
ぞ
ぬ
れ
け
る

か
へ
し

３４２
き
き
わ
た
る
袖
だ
に
ぬ
る
る
い
も
せ
川
水
の
心
を
く
み
て
し
ら
な
む

こ
れ
は
詞
書
に
贈
る
相
手
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
省
略
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
一
例
を
挙
げ
る
と
、

（
前
略
）
先
帝
中
宮
女
房
を
た
づ
ね
い
だ
し
て
火
あ
ふ
ぎ
の
つ
ま
を
を
り
て
、
書
付
け
て
と
ら
せ
け
る

４２５
む
か
し
見
し
雲
の
か
け
橋
か
は
ら
ね
ど
我
が
身
ひ
と
つ
の
と
だ
え
な
り
け
り

か
へ
し

４２６
や
し
ま
も
る
雲
の
か
け
橋
か
は
ら
ね
ば
と
だ
ゆ
と
な
ど
か
ふ
み
み
ざ
る
べ
き

で
あ
る
が
、
作
者
名
に
「
女
房
」
と
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
げ
ん
に
、
雪
の
朝
に
清
輔
が
「
三
条
の
女
御
の
御
も
と
へ
」
行
っ
た
と

こ
ろ
、「
た
だ
に
は
い
か
に
な
ど
女
房
申
し
け
れ
ば
、
軒
ち
か
き
梅
を
を
り
て
、
さ
し
い
る
と
て
よ
め
る
」
の
歌
に
対
し
て
作
者
名
は
「
女

房
」（
二
七
番
）
と
あ
る
の
で
、
こ
の
歌
の
作
者
名
不
記
は
前
述
の
不
統
一
性
に
帰
せ
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

本
二
九
九
番
歌
の
作
者
名
不
記
の
理
由
は
四
二
六
番
歌
と
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
三
〇
一
番
歌
の
よ
う
に
「
女
」
と
書
く
べ
き
な
の
で

あ
る
。

詞
書
の
二
例
目
を
見
よ
う
。

か
た
ら
ひ
け
る
女
の
、
い
づ
ち
と
も
な
く
ゆ
き
か
く
れ
た
り
け
る
か
た
み
に
や
、
裳
ば
か
り
を
お
き
た
り
け
る
を
見
て

３０３
ぬ
ぎ
お
け
る
袂
を
見
て
も
ね
を
ぞ
な
く
い
づ
こ
の
う
ら
の
あ
ま
に
成
り
け
ん

こ
れ
も
恋
の
日
常
生
活
詠
で
あ
る
。
逐
電
し
た
女
を
嘆
き
悲
し
む
歌
で
あ
る
が
、「
い
づ
ち
と
も
な
く
…
か
た
み
に
や
」
は
は
た
し
て
必

要
な
文
言
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
「
い
づ
ち
と
も
な
く
ゆ
き
か
く
れ
た
り
け
る
」
は
説
明
的
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
ま
で
丁
寧
に
書
か
な
く

て
も
初
句
や
下
の
句
に
よ
っ
て
情
況
は
充
分
に
理
解
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
挿
入
句
は
無
く
て
も
よ
い
し
、
あ
る
い
は
「
か
た
み
に
や
」
だ
け

四



で
も
不
足
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
例
と
同
様
の
形
を
と
る
詞
書
を
示
し
て
、
こ
の
特
徴
を
さ
ら
に
際
立
た
せ
よ
う
。

７７
ふ
じ
の
山
け
ぶ
り
ば
か
り
を
雲
の
う
へ
に
な
ら
せ
る
こ
と
は
う
し
と
お
も
ふ
や

の
詞
書
は
、

二
条
院
の
御
時
、
こ
の
歌
を
よ
ろ
し
と
や
き
こ
し
め
し
た
り
け
ん
、
御
さ
う
し
か
き
に
た
ま
は
せ
た
り
け
る
な
か
に
、
か
み
に
か
き
て

さ
し
は
さ
ま
れ
た
り
け
る
歌

で
あ
る
。「
こ
の
歌
」
は
直
前
の
「
五
月
雨
」
詠
、

７６
た
ご
の
浦
の
も
し
ほ
も
や
か
ぬ
五
月
雨
に
た
え
ぬ
は
ふ
じ
の
煙
な
り
け
り

を
指
す
。
二
条
天
皇
詠
歌
の
経
緯
を
こ
と
細
か
に
述
べ
る
こ
の
詞
書
の
う
ち
、
特
に「
こ
の
歌
を
…
た
り
け
ん
」は
前
述
の
二
例
と
は
異
な
っ

て
歌
の
内
容
と
は
直
接
に
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
清
輔
に
し
か
書
く
こ
と
の
で
き
な
い
文
言
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

い
ま
一
例
は
、

み
あ
れ
の
日
、
と
も
だ
ち
の
も
と
よ
り
あ
ふ
ひ
を
送
り
て
、
い
か
に
し
そ
め
た
り
け
る
こ
と
に
か
、
昔
の
契
こ
そ
う
れ
し
け
れ
と
い

ふ
心
を
い
へ
り
け
れ
ば

４０７
い
に
し
へ
の
契
は
し
ら
ず
あ
ふ
ひ
草
お
も
ひ
か
け
け
る
け
ふ
ぞ
う
れ
し
き

で
あ
る
。
賀
茂
神
社
の
み
あ
れ
神
事
（
賀
茂
祭
の
前
祭
）
の
日
に
、
友
達
が
葵
を
送
り
「
昔
の
契
こ
そ
う
れ
し
け
れ
」
と
言
っ
て
き
た
の
を

う
け
て
、
昔
の
契
り
の
こ
と
は
い
さ
知
ら
ず
、
今
日
の
こ
の
日
に
葵
に
因
ん
で
恋
し
く
思
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
う
れ
し
い
と
詠
ん
で
い
る
。

挿
入
句
「
い
か
に
し
そ
め
た
り
け
る
こ
と
に
か
」
は
、「
昔
の
契
こ
そ
う
れ
し
け
れ
」
に
対
し
て
、
契
り
そ
め
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、

清
輔
自
身
が
思
い
出
せ
な
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
昔
の
契
」
に
つ
い
て
の
そ
れ
ほ
ど
必
要
の
な
い

コ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
清
輔
の
文
言
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
あ
た
り
前
の
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
と
り
た
て
て
述
べ
て
い
る
先
の
二
例
と
は
径
庭
が
あ
る
。

『
清
輔
集
』
に
お
け
る
第
三
者
の
加
筆
を
め
ぐ
っ
て

五



そ
れ
に
し
て
も
、
詞
書
に
お
い
て
第
三
者
の
手
が
入
る
と
思
し
い
の
が
二
例
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
も
少
な
す
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ

も
そ
も
『
清
輔
集
』
の
日
常
生
活
詠
は
恋
を
除
い
て
は
少
な
く
、
し
か
も
付
す
べ
き
箇
所
も
あ
ま
り
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。

加
筆
の
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
物
語
的
な
脚
色
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

次
に
、
左
注
の
検
討
に
入
っ
て
い
こ
う
。

法
性
寺
殿
に
て
、
人
人
侍
り
け
る
中
に
、女
房
の
た
き
物
を
い
だ
さ
れ
た
り
け
る
を
、後
に
見
け
れ
ば
あ
ら
ぬ
物
に
て
あ
り
け
れ
ば
、

わ
ら
ひ
て
や
み
に
け
り
、
又
の
日
、
き
の
ふ
の
心
お
そ
さ
な
ど
女
房
の
い
へ
り
け
れ
ば
、
よ
め
る

４３４
玉
だ
れ
の
み
す
の
う
ち
よ
り
い
で
し
か
ば
空
だ
き
物
と
た
れ
も
し
り
に
き

（
マ
マ
）

こ
れ
を
女
あ
る
じ
め
で
て
、
こ
と
の
た
き
物
を
た
ま
は
せ
た
り
け
り
と
な
ん

（
６
）

同
じ
話
が
『
袋
草
紙
』
一
二
一
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
補
足
し
な
が
ら
説
明
す
る
と
、
法
性
寺
殿
藤
原
忠
通
の
女
房
の
車
寄
せ
の
前

で
五
、
六
人
が
女
房
と
話
し
て
い
る
折
に
一
袋
の
薫
物
が
差
し
出
さ
れ
た
が
、
あ
と
で
見
る
と
薫
物
で
は
な
か
っ
た
。
翌
日
同
所
に
人
々
が

伺
候
し
て
い
た
が
、
女
房
の
中
か
ら
「
薫
物
ニ
コ
ヽ
ロ
ヲ
ソ
サ
ノ
程
ハ
ミ
エ
ニ
キ
（
薫
物
に
よ
っ
て
あ
な
た
た
ち
の
心
鈍
さ
が
分
か
っ
た
）」

と
い
う
歌
（
上
の
句
は
見
え
ず
）
が
送
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
場
に
返
歌
す
る
人
も
お
ら
ず
、
こ
の
ま
ま
黙
っ
て
い
る
の
も
私
の
恥
に
な
る
と

考
え
し
ば
ら
く
思
案
し
た
あ
と
、「
玉
だ
れ
の
」
詠
を
よ
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
を
忠
通
北
の
方
藤
原
宗
子
が
聞
い
て
「
御
感
無
クレ
極
マ
リ
」、
本テイ

物
の
薫
物
一
袋
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
清
輔
は
こ
れ
に
よ
ほ
ど
感
激
し
た
ら
し
く
、
続
け
て
「（
薫
物
ヲ
）
于
レ
今
納
ムニ
筥
ノ
中
ニ一
。
和
歌
ノ
為

ク

タ
ラ

レ

体
雖
モレ
異
ナ
リ
ト
、
臨
ミ
テ

レ

時
ニ
有
リ二

面
目
一
。
世
以
テ
為
ス二
美
談
ト一
。
仍
リ
テ
暫
ク
所
二
書
キ
置
ク一
也
。
後
日
可
シ二
改
メ
棄
ツ一
。
抑
此
ノ
度
空
薫
物
之
句
多
ク

カ

出
来
ス
。
仍
リ
テ
此
ノ
歌
弥
悪
シ
キ
歌
ニ
成
ル
乎
。
難
シレ
堪
ヘ
。」
と
ま
で
記
し
て
い
る
。

こ
こ
で
左
注
の
「
…
…
け
り
と�

な�

ん�

」
に
目
を
向
け
よ
う
。「
と
な
ん
」
は
左
注
で
例
を
示
す
と
、『
古
今
集
』
恋
四
の
「
題
し
ら
ず
」
詠
、

７０３
夏
び
き
の
て
び
き
の
い
と
を
く
り
か
へ
し
事
し
げ
く
と
も
た
え
む
と
思
ふ
な

六



こ
の
歌
は
、
返
し
に
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
と
な
む

の
よ
う
に
撰
者
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
見
え
て
お
り
、「
と
な
ん
あ�

る�

」「
と
な
ん
申�

す�

」
等
と
い
う
形
の
省
略
で
あ
る
。
本
歌
の
場
合
は
第
三

者
が
『
袋
草
紙
』
に
よ
り
書
き
入
れ
た
と
思
わ
れ
、「
と
な
ん
あ
る
」
と
で
も
す
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

『
続
詞
花
集
』
で
「
と
な
ん
」
の
使
用
例
を
左
注
に
見
る
と
、「
と
な
ん
申
す
」
の
形
で
三
例
あ
る
。

３７９
此
の
ち
ほ
ど
な
く
あ
ら
は
れ
に
け
り
と
な
ん
申
す

３８２
或
人
、
此
歌
は
一
条
院
御
時
内
裏
の
や
け
た
り
け
る
を
つ
く
ら
れ
け
る
あ
ひ
だ
、
御
殿
の
う
ら
い
た
に
む
し
の
く
へ
り
け
る
北
野
の
御

歌
と
な
ん
申
す

７９９
こ
の
の
ち
ほ
ど
な
く
身
ま
か
り
に
け
る
と
な
ん
申
す

は
じ
め
の
二
例
は
『
袋
草
紙
』
一
四
三
・
一
三
四
に
も
見
ら
れ
る
。
一
例
目
は
詞
書
に
装
束
を
盗
ん
だ
と
し
て
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
女
が

北
野
神
社
に
参
籠
し
て
歌
を
詠
ん
だ
と
あ
り
、
左
注
で
真
犯
人
が
見
つ
か
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
二
例
目
は
詞
書
は
な
く
、
左
注
で
も
っ

て
、
無
実
の
罪
が
晴
れ
な
い
限
り
内
裏
は
幾
度
作
っ
て
も
焼
失
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
歌
に
対
し
て
、
あ
る
人
の
話
と
し
て
一
条
天
皇
時
に
内

裏
を
新
造
の
折
に
菅
原
道
真
作
を
裏
板
に
虫
が
食
っ
て
書
き
付
け
た
も
の
だ
と
紹
介
し
て
い
る
。
三
例
目
は
良
い
薄
が
あ
る
と
聞
い
た
崇
徳

院
か
ら
薄
を
召
さ
れ
た
藤
原
行
宗
が
歌
を
添
え
て
送
っ
た
と
詞
書
で
説
明
し
、
左
注
で
行
宗
は
間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
撰
者
清
輔
筆
と
思
わ
れ
、
本
歌
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
「
と
な
ん
申
す
」
と
省
略
し
な
い
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
に
し
て
も
清
輔
は
な
ぜ
こ
の
自
慢
話
を
自
身
で
左
注
と
し
て
付
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

讃
岐
院
に
加
階
の
ぞ
み
申
す
こ
と
侍
り
け
る
が
、
二
と
せ
三
と
せ
過
ぎ
に
け
れ
ば
、
し
は
す
の
廿
日
あ
ま
り
の
比
ほ
ひ
、
よ
み
て
奉

り
け
る

４０５
く
ら
ゐ
山
谷
の
鶯
人
し
れ
ず
ね
の
み
な
か
る
る
春
を
ま
つ
か
な

此
こ
と
鳥
羽
院
に
ま
う
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
歌
の
あ
は
れ
に
と
て
た
ま
は
り
に
け
り

『
清
輔
集
』
に
お
け
る
第
三
者
の
加
筆
を
め
ぐ
っ
て

七



左
注
は
清
輔
の
手
に
成
る
と
思
わ
れ
る
。『
袋
草
紙
』
一
〇
〇
に
も
あ
る
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
御
給
」
に
た
び
た
び
漏
れ
て

い
た
が
、
こ
の
歌
に
よ
り
正
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
と
見
え
て
お
り
、
時
に
仁
平
四
年
（
一
一
五
四
）
一
月
五
日
で
あ
っ
た
（『
兵
範
記
』
同

日
条
）。
左
注
の
鳥
羽
院
介
在
の
こ
と
は
『
袋
草
紙
』
に
は
な
い
。

こ
の
歌
徳
に
つ
い
て
の
自
記
の
左
注
は
昇
位
に
関
わ
っ
て
お
り
、
本
歌
の
場
合
は
こ
れ
と
は
違
う
か
ら
と
い
う
こ
と
が
あ
る
い
は
考
え
ら

れ
よ
う
か
。

次
は
、こ

の
い
の
り
に
か
し
こ
に
い
ま
す
る
神
に
あ
ふ
ぎ
を
た
て
ま
つ
る
と
て
、
か
き
つ
け
け
る

４４１
浦
か
ぜ
は
よ
も
に
ふ
く
と
も
さ
と
の
あ
ま
の
も
し
ほ
の
煙
う
る
は
し
み
た
て

其
後
ほ
ど
な
く
な
ほ
り
に
け
れ
ば
、
神
の
し
る
し
と
よ
ろ
こ
び
け
ら
し

を
挙
げ
よ
う
。「
こ
の
い
の
り
」
は
四
三
九
番
の
「
里
海
と
い
ふ
所
を
し
り
け
る
が
、
た
が
ふ
事
あ
り
け
る
」
の
を
解
決
し
て
も
ら
う
た
め

で
あ
る
。
清
輔
が
讃
岐
国
に
持
っ
て
い
た
荘
園
の
「
里
海
庄
」（
四
一
九
番
に
も
見
え
る
）
を
巡
っ
て
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
、
慰
め
の

歌
を
送
っ
て
き
た
宇
治
前
大
僧
正
覚
忠
と
の
贈
答
が
四
三
九
―
四
〇
番
に
配
さ
れ
て
い
る
。
神
の
加
護
に
よ
っ
て
善
処
さ
れ
元
通
り
に
な
っ

た
と
い
う
歌
徳
を
知
ら
し
め
る
の
が
左
注
な
の
で
あ
る
が
、「
よ
ろ
こ
び
け�

ら�

し�

」
の
文
言
は
と
て
も
清
輔
の
筆
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
話

が
他
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
左
注
を
何
に
よ
っ
て
記
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
四
三
四
番
歌
と
同
じ
よ
う
に
歌
徳
に
関
わ
る
こ
と

で
あ
り
、
第
三
者
が
手
を
加
え
る
こ
と
の
意
図
は
充
分
に
窺
知
し
う
る
。

な
お
、『
清
輔
集
』
諸
本
中
で
特
異
な
本
文
を
有
す
る
と
思
え
る
尊
経
閣
文
庫
本
が
左
注
で
「
其
後
ほ
ど
な
く
な
ほ
り
に
け
り
」
と
清
輔

筆
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
左
注
が
第
三
者
に
よ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
の
営
為
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

臨
時
祭
の
歌
、
人
に
た
び
ご
と
に
せ
め
ら
れ
け
れ
ば

４１１
わ
れ
ひ
と
り
年
を
か
さ
ね
て
か
ざ
す
か
な
い
く
重
に
成
り
ぬ
山
吹
の
花

歌
の
し
る
し
に
や
ゆ
り
に
け
り

八



（
７
）

「
臨
時
祭
の
歌
、
人
に
…
…
」
で
は
不
自
然
な
感
が
あ
り
、「
臨
時
祭
の
歌
人
に
…
…
」
と
解
し
て
お
い
た
。「
歌
人
」
は
陪
従
で
あ
り
、

歌
を
う
た
う
歌
人
（
う
た
び
と
）
の
こ
と
。
今
ま
で
陪
従
を
務
め
る
よ
う
に
そ
の
度
ご
と
に
責
め
ら
れ
て
き
た
の
で
老
齢
を
理
由
に
歌
で
断

わ
っ
た
と
い
う
。
歌
人
を
免
除
さ
れ
た
の
は
歌
に
よ
っ
て
か
と
推
測
す
る
の
が
左
注
で
あ
る
。

「
歌
の
」
と
い
う
表
記
に
注
意
し
た
い
。
類
す
る
例
を
見
る
と
、

五
月
雨

７６
た
ご
の
浦
の
も
し
ほ
も
や
か
ぬ
五
月
雨
に
た
え
ぬ
は
ふ
じ
の
煙
な
り
け
り

二
条
院
の
御
時
、
こ
の
歌
を
よ
ろ
し
と
や
き
こ
し
め
し
た
り
け
ん
、
御
さ
う
し
か
き
に
た
ま
は
せ
た
り
け
る
な
か
に
、
か
み
に
か
き

て
さ
し
は
さ
ま
れ
た
り
け
る
歌

７７
ふ
じ
の
山
け
ぶ
り
ば
か
り
を
雲
の
う
へ
に
な
ら
せ
る
こ
と
は
う
し
と
お
も
ふ
や

此
御
歌
の
心
は
、
う
へ
ゆ
る
さ
れ
ぬ
こ
と
を
お
ぼ
し
め
し
け
る
に
な
む
、
さ
て
御
か
へ
し
に
申
す

７８
雲
ゐ
ま
で
ふ
じ
の
煙
の
の
ぼ
ら
ず
は
む
せ
ぶ
お
も
ひ
も
し
ら
れ
ざ
ら
ま
し

で
あ
る
。
七
七
番
歌
は
、
七
六
番
歌
の
「
た
え
ぬ
は
ふ
じ
の
煙
」
を
清
輔
が
い
つ
も
う
っ
せ
き
し
た
思
い
で
い
る
と
解
し
、
煙
だ
け
を
雲
の

上
（
殿
上
）
に
慣
れ
さ
せ
た
こ
と
を
辛
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
と
二
条
天
皇
が
詠
み
か
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
清
輔
が
昇
殿
で
き
ず
に

い
る
こ
と
を
気
遣
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
七
八
番
歌
の
清
輔
の
返
し
は
、
煙
が
殿
上
ま
で
昇
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
私
の
悩
み
も
知
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
と
自
身
の
苦
衷
を
正
直
に
披
瀝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

初
め
の
詞
書
の
「
二
条
院
の
御
時
、
こ�

の�

歌�

」
は
七
六
番
歌
を
う
け
て
い
る
の
で
左
注
の
よ
う
で
も
あ
り
、
あ
と
の
「
此�

御�

歌�

の
心
」
も

左
注
の
よ
う
に
七
七
番
歌
の
説
明
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
こ
の
」
は
わ
ざ
わ
ざ
丁
寧
に
付
さ
な
く
て
も
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
充

分
に
わ
か
る
は
ず
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
歌
」「
御
歌
」
あ
る
い
は
「
こ
れ
」
だ
け
で
も
何
ら
不
都
合
は
な
い
。

讃
岐
の
さ
と
海
庄
に
、
造
内
裏
の
公
事
あ
た
り
た
り
け
る
を
、
守
季
行
朝
臣
は
し
た
し
か
る
べ
き
人
な
り
け
れ
ば
、
い
ひ
つ
か
は
し

け
る

４１９
松
山
の
た
よ
り
う
れ
し
き
浦
か
ぜ
に
心
を
よ
せ
よ
あ
ま
の
つ
り
舟

『
清
輔
集
』
に
お
け
る
第
三
者
の
加
筆
を
め
ぐ
っ
て
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こ
の
う
た
の
と
く
に
ゆ
る
し
て
け
り

清
輔
が
讃
岐
守
藤
原
季
行
に
歌
を
送
っ
て
造
内
裏
の
公
事
の
課
税
を
免
か
れ
た
話
で
あ
る
。
こ
の
左
注
は
本
四
一
一
番
歌
と
同
じ
内
容
で

あ
る
が
、
こ
こ
は
「
こ
の
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

左
注
で
は
な
い
例
を
挙
げ
る
と
、
詞
書
が
長
い
の
で
ご
く
簡
略
に
す
る
が
、
柿
本
人
麿
の
墓
に
「
か
き
の
も
と
の
人
ま
ろ
墓
」
と
記
し
た

卒
塔
婆
を
建
て
「
か
た
は
ら
に
こ
の
歌
を
な
む
か
き
つ
け
け
る
」
と
し
て
、

４４４
よ
を
へ
て
も
あ
ふ
べ
か
り
け
る
契
こ
そ
こ
け
の
し
た
に
も
朽
ち
せ
ざ
り
け
れ

と
見
え
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
す
ぐ
あ
と
に
歌
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
「
こ
の
」
が
な
く
て
も
誤
解
の
余
地
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

一
方
、「
こ
の
」
が
付
さ
れ
な
い
の
も
見
ら
れ
る
。
前
掲
の
四
〇
五
番
歌
の
左
注
「
此
こ
と
鳥
羽
院
に
ま
う
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
歌
の
あ

は
れ
に
と
て
た
ま
は
り
に
け
り
」
に
「
こ�

の�

歌
」
と
は
な
い
。
上
に
「
此�

こ
と
」
と
あ
る
の
で
重
複
を
避
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
続
詞
花
集
』
に
も
同
様
の
形
式
が
窺
え
る
。
前
述
し
た
が
、「
神
�
」
に
、

３８２
つ
く
る
と
も
又
も
や
け
な
ん
す
が
は
ら
や
む
ね
の
い
た
ま
の
あ
は
ぬ
か
ぎ
り
は

或
人
、
此
歌
は
一
条
院
御
時
内
裏
の
や
け
た
り
け
る
を
つ
く
ら
れ
け
る
あ
ひ
だ
、
御
殿
の
う
ら
い
た
に
む
し
の
く
へ
り
け
る
北
野

の
御
歌
と
な
ん
申
す

そ
し
て
「
戯
笑
」
に
、

く
ま
の
の
大
鳥
の
王
子
の
ほ
く
ら
に
か
き
つ
け
た
り
け
る
歌

９８８
お
ほ
と
り
の
は
ぐ
く
み
た
ま
ふ
か
ひ
ご
に
て
か
へ
ら
ん
ま
ま
に
と
ば
ざ
ら
め
や
は

此
歌
、
あ
る
人
意
尊
法
師
が
歌
と
も
申
す

と
あ
る
が
、「
此
」
あ
る
い
は
「
此
歌
」
が
な
く
て
も
ま
っ
た
く
支
障
は
な
い
。

こ
の
書
式
は
作
者
名
表
記
と
同
様
に
勅
撰
集
に
倣
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。『
詞
花
集
』
に
相
応
し
い
も
の
は
な
い
の
で
、『
金
葉
集
』
で

示
す
と
、「
冬
」
の
、

摂
政
左
大
臣
家
に
て
各
題
ど
も
を
さ
ぐ
り
て
よ
み
け
る
に
、
歳
暮
を
と
り
て
よ
め
る

一
〇



藤
原
永
実

３０１
か
ぞ
ふ
る
に
の
こ
り
す
く
な
き
身
に
し
あ
れ
ば
せ
め
て
も
を
し
き
と
し
の
く
れ
か
な

こ
の
歌
よ
み
て
と
し
の
う
ち
に
身
ま
か
り
に
け
る
と
ぞ

が
好
例
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
『
清
輔
集
』
は
「
こ
の
う
た
」
以
外
に
も
特
に
左
注
に
お
い
て
指
示
代
名
詞
を
丁
寧
に
付
し
て
い
る
。
前
掲
の
「
此�

こ�

と�

鳥
羽

院
に
ま
う
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
…
…
」（
四
〇
五
番
）「
こ�

れ�

を
女
あ
る
じ
め
で
て
、
こ
と
の
た
き
物
を
…
…
」（
四
三
四
番
）
を
挙
げ
る
だ
け
で
充

分
で
あ
ろ
う
。

次
は
「
ゆ�

り�

に
け
り
」
に
焦
点
を
あ
て
よ
う
。「
ゆ
る
（
許
る
）」
を
本
文
に
持
つ
の
は
書
陵
部
蔵
御
所
本
（
新
編
国
歌
大
観
底
本
）、
書

陵
部
蔵
片
玉
集
前
集
本
、
そ
し
て
尊
経
閣
文
庫
本
の
三
本
、
他
は
す
べ
て
「
ゆ�

る�

し�

に
け
り
」
で
あ
る
。『
清
輔
集
』
で
は
「
ゆ
る
す
」
は

八
例
を
数
え
る
が
、
た
と
え
ば
左
注
で
示
せ
ば
、
前
述
の
、

４１９
こ
の
う
た
の
と
く
に
ゆ
る
し
て
け
り

と
四
位
昇
進
を
愁
訴
し
た
歌
に
、

４２０
こ
の
た
び
な
む
ゆ
る
さ
れ
け
る

と
見
え
、
詞
書
の
例
を
含
め
て
も
「
ゆ
る
」
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
尊
経
閣
文
庫
本
も
こ
の
点
に
お
い
て
は
異
な
ら
な
い
。

『
続
詞
花
集
』
に
は
、「
ゆ
る
す
」
が
三
例
あ
り
、「
ゆ
る
」
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、「
ゆ
る
す
」
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、「
ゆ
る
」
が
三
本
に
存
す
る
こ
と
は
も
と
の
本
文
は
「
ゆ
る
」
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。「
ゆ
る
」
が
「
ゆ
る
す
」
に
改
変
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
逆
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

四
一
一
番
歌
の
左
注
は
他
と
は
際
立
っ
て
二
つ
の
点
で
違
う
こ
と
か
ら
第
三
者
の
手
に
成
る
と
想
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

以
上
、
こ
こ
に
論
じ
た
左
注
の
三
例
は
い
ず
れ
も
歌
徳
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
清
輔
を
顕
彰
す
る
に
価
す
る
事
柄
と
な
っ
て
い

る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

『
清
輔
集
』
に
お
け
る
第
三
者
の
加
筆
を
め
ぐ
っ
て

一
一



三

詞
書
や
左
注
の
根
幹
に
か
か
わ
る
事
例
を
挙
げ
て
説
い
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
第
三
者
の
手
が
入
っ
て
い
る
と
思
し
い
も
の
が
い

く
ら
か
あ
る
。

作
者
名
表
記
に
つ
い
て
い
え
ば
、
清
輔
が
正
四
位
下
に
昇
位
の
折
に
若
い
人
達
が
祝
福
し
た
の
に
対
し
て
清
輔
は
、

４２７
け
ふ
こ
そ
は
く
ら
ゐ
の
山
の
み
ね
ま
で
に
こ
し
ふ
た
へ
に
て
の
ぼ
り
つ
き
ぬ
れ

と
老
齢
に
な
っ
て
よ
う
や
く
到
達
し
た
旨
を
詠
ん
で
送
っ
た
が
、
こ
の
返
歌
に
、

か
へ
し

作
者
可
尋
之

４２８
く
ら
ゐ
山
老
の
坂
ゆ
く
し
る
し
に
は
猶
み
ね
ま
で
も
の
ぼ
ら
ざ
ら
め
や

と
見
え
る
。「
作
者
可
尋
之
」
は
諸
本
の
半
分
く
ら
い
に
存
す
る
。
こ
の
表
記
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
こ
と
が
与
っ
て
い
る
か
も
知
れ

な
い
。
実
は
四
二
八
番
歌
と
は
異
な
る
返
歌
が
『
重
家
集
』
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
三
位
大
進
四
位
正
下
せ
ら
れ
た
り
し
よ
ろ
こ
び
い

ひ
た
り
し
返
事
に

大
進
（
注
、
清
輔
）」
と
し
て
四
二
七
番
歌
（『
重
家
集
』
で
は
四
九
〇
番
歌
）
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、

返
し

下
官

４９１
く
ら
ゐ
や
ま
み
ね
に
の
ぼ
る
と
な
に
か
い
ふ
な
ほ
さ
か
ゆ
か
む
す
ゑ
は
と
ほ
き
を

と
ま
だ
ま
だ
栄
達
の
道
が
あ
る
こ
と
を
詠
む
。
こ
の
表
記
は
本
重
家
詠
を
知
っ
て
い
た
第
三
者
が
四
二
八
番
歌
の
作
者
に
興
味
を
持
っ
た
が

ゆ
え
の
所
為
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

詞
書
や
歌
題
に
も
同
様
の
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
ま
ず
詞
書
に
つ
い
て
は
、
清
輔
の
詠
ん
だ
三
二
〇
番
に
、

其

人

可

尋

之

平
家
の
人
の
つ
か
さ
な
れ
る
よ
ろ
こ
び
に

と
あ
る
傍
書
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
本
行
化
し
た
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
諸
本
の
ほ
と
ん
ど
に
あ
る
。
こ
れ
を
た
と
え
ば
「
と
し
ご
ろ
の

妻
に
お
く
れ
た
る
人
の
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る
」（
三
四
一
番
）「
し
た
し
き
物
に
お
く
れ
て
、と
か
く
し
て
つ
ぎ
の
日
よ
み
け
る
」（
三
四
九
番
）

一
二



に
傍
書
が
な
い
こ
と
か
ら
勘
案
す
れ
ば
、
平
家
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
と
さ
ら
知
り
た
く
思
っ
た
第
三
者
の
書
き
入
れ
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

歌
題
に
つ
い
て
、
自
撰
家
集
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
首
に
「
題
し
ら
ず
」（
三
首
と
も
諸
本
に
ほ
と
ん
ど
異
同
な
し
）
と
見
え
る
こ
と

を
問
題
に
し
よ
う
。

一
首
目
は
、

１１４
秋
の
野
は
こ
ぼ
れ
ぬ
露
に
し
る
き
か
な
花
み
る
人
も
ま
だ
こ
ざ
り
け
り

で
あ
る
が
、
直
前
歌
は
、

秋
は
な

１１３
う
す
ぎ
り
の
ま
が
き
の
花
の
あ
さ
じ
め
り
秋
は
夕
と
た
れ
か
い
ひ
け
ん

と
見
え
、
と
も
に
特
定
の
花
を
詠
み
込
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
点
で
配
列
は
正
し
い
。
一
一
五
番
歌
は
「
秋
ご
ろ
世
中
は
か
な
か

り
け
る
に
、
花
を
み
て
」
と
あ
る
日
常
生
活
詠
で
あ
る
。

二
首
目
の
、

１２０
思
ふ
こ
と
の
こ
ら
ぬ
物
は
鹿
の
ね
を
聞
き
あ
か
し
つ
る
ね
覚
な
り
け
り

は
、
一
一
八
番
歌
は
「
鹿
」、
直
前
歌
は
、

深
山
聞
鹿

１１９
い
か
な
れ
ば
い
も
せ
の
山
に
す
む
鹿
の
又
か
さ
ね
て
は
妻
を
こ
ふ
ら
ん

と
あ
っ
て
結
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
鹿
を
詠
む
点
で
は
こ
れ
ら
と
通
じ
て
お
り
、
か
つ
次
の
一
二
一
番
歌
は
「
露
」
で
あ
る
の
で
、
こ
の
配

列
に
不
都
合
は
な
い
。
な
お
、
本
歌
は
『
新
後
撰
集
』
秋
上
（
三
二
七
番
）
に
「
題
し
ら
ず
」
と
し
て
入
集
し
て
お
り
、
依
拠
し
た
で
あ
ろ

う
『
清
輔
集
』
本
文
が
「
題
し
ら
ず
」
で
あ
っ
た
証
左
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
首
に
つ
い
て
、『
清
輔
集
』
が
一
字
題
、
複
合
題
、
日
常
生
活
詠
の
順
で
の
配
列
が
原
則
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
清
輔
と
し

て
は
こ
れ
ら
を
複
合
題
あ
る
い
は
日
常
生
活
詠
の
つ
も
り
で
置
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
清
輔
集
』
に
お
け
る
第
三
者
の
加
筆
を
め
ぐ
っ
て

一
三



最
後
は
、「
恋
」
歌
群
の
、

２８１
あ
ひ
見
て
は
か
は
る
心
も
あ
る
も
の
を
つ
れ
な
き
中
ぞ
た
え
せ
ざ
り
け
る

で
あ
る
が
、
こ
の
前
に
は
結
題
が
「
思
高
恋
」（
二
七
八
番
）「
契
後
隠
恋
」（
二
七
九
番
）「
閑
居
増
恋
」（
二
八
〇
番
）
と
見
え
、
次
の
二
八
二
番

歌
は
「
人
を
ま
つ
と
て
よ
め
る
」
と
す
る
日
常
生
活
詠
で
あ
り
、
清
輔
は
本
歌
を
複
合
題
、
日
常
生
活
詠
の
ど
ち
ら
の
つ
も
り
で
配
列
し
た

の
か
分
か
ら
な
い
。

（
８
）

か
つ
て
清
輔
の
歌
題
意
識
を
論
じ
て
お
い
た
が
、
平
安
末
期
の
歌
壇
の
流
行
と
し
て
歌
題
の
拡
充
や
深
化
が
あ
り
、
清
輔
も
こ
の
風
潮
に

従
っ
て
細
分
化
さ
せ
る
べ
く
他
に
見
ら
れ
な
い
複
合
題
に
変
え
た
り
、
清
輔
独
自
の
複
合
題
で
歌
を
制
作
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
た
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
清
輔
は
こ
れ
ら
に
題
を
付
す
の
を
た
と
え
忘
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
題
し
ら
ず
」
と

す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
断
じ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
う
。

四

叙
上
の
よ
う
に
、
第
三
者
が
付
加
し
た
と
思
し
き
も
の
を
説
明
し
て
き
た
が
、
付
加
で
は
な
い
が
第
三
者
が
介
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
例
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

梅
有
色
香

２４
う
ら
う
へ
に
身
に
ぞ
し
み
ぬ
る
梅
の
花
に
ほ
ひ
は
袖
に
色
は
心
に

こ
れ
は
、
は
ら
か
ら
ど
も
、
み
な
あ
る
べ
き
ほ
ど
な
る
を
お
も
ひ
て
よ
め
る
な
り

と
『
新
編
国
歌
大
観
』
が
左
注
と
し
て
扱
う
「
こ
れ
は
…
…
よ
め
る
な
り
」
に
注
目
し
よ
う
。
歌
は
、
梅
花
の
匂
い
と
色
は
お
の
お
の
袖
と

心
に
染
み
入
る
こ
と
だ
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
、
梅
花
の
も
つ
二
つ
の
美
点
を
称
え
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
と
同
胞
は
皆
「
あ
る
べ
き
ほ
ど

な
る
」
を
思
っ
て
詠
ん
だ
と
い
う
漠
然
と
し
た
左
注
と
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
直
後
の
歌
に
着
目
し
た
い
。

法
性
寺
殿
の
大
北
の
ま
ん
所
、
此
歌
を
あ
は
れ
が
り
て
、
春
の
は
じ
め
の
み
ゆ
き
あ
り
け
る
に
、
か
く
い
た
ま
は
せ
た
り
け
る
を
よ

一
四



ろ
こ
び
て
、
か
の
家
の
女
房
の
も
と
へ

２５
梅
の
花
か
れ
ぬ
る
枝
と
お
も
ひ
し
を
あ
ま
ね
く
め
ぐ
む
春
も
あ
り
け
り

ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
『
袋
草
紙
』
一
〇
〇
に
見
え
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
久
安
百
首
」
詠
で
『
清
輔
集
』「
梅
」
歌
群
（
一
七
―
二
七

番
）
に
入
る
、

１７
梅
花
お
な
じ
ね
よ
り
は
生
ひ
な
が
ら
い
か
な
る
え
だ
の
咲
き
お
く
る
ら
ん

の
清
輔
詠
に
法
性
寺
殿
忠
通
の
北
の
方
宗
子
が
哀
れ
に
思
い
、
朝
覲
の
行
幸
の
御
給
に
与
っ
て
従
五
位
上
に
叙
せ
ら
れ
た
。
時
に
仁
平
元
年

（
９
）

（
一
一
五
一
）
こ
ろ
か
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
祝
し
て
忠
通
家
の
女
房
参
河
の
君
が
送
っ
て
き
た
歌
（『
袋
草
紙
』
に
は
挙
が
っ
て
い
な
い
）

に
対
す
る
返
歌
が
二
五
番
歌
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
参
河
の
君
が
歌
を
送
っ
て
き
た
こ
と
は
『
清
輔
集
』
に
は
見
ら
れ
な
い
が
煩
雑
に
な
る

の
で
省
略
し
た
の
だ
ろ
う
。

詞
書
の
「
か
く
い
た
ま
は
せ
た
り
け
る
を
」
は
諸
本
に
「
か
く
い
た
は
ら
せ
た
ま
は
り
け
る
を
」「
か
く
い
た
は
せ
い
り
け
る
を
」「
か
く
い

た
せ
い
り
け
る
を
」「
か
ゝ
い
た
は
せ
た
り
け
る
を
」「
か
ゝ
い
給
は
せ
た
り
け
る
を
」と
あ
る
が
、『
袋
草
紙
』と
の
整
合
性
か
ら
す
れ
ば「
か
ゝ

い
（
加
階
）
給
は
せ
た
り
け
る
を
」
と
解
す
る
の
が
も
っ
と
も
相
応
し
い
。

ま
た
、『
袋
草
紙
』
に
従
え
ば
詞
書
の
「
此
歌
」
は
一
七
番
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
七
番
歌
は
、
同
じ
根
か
ら
生
え
て
い
る
梅
な
の

に
一
体
ど
ん
な
枝
が
咲
き
遅
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
意
で
あ
り
、
こ
れ
は
周
知
の
ご
と
く
清
輔
が
弟
重
家
た
ち
の
下
位
に
甘
ん
じ
て

い
る
こ
と
を
愁
嘆
し
た
歌
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
二
四
番
歌
の
左
注
に
戻
る
と
、
こ
れ
は
一
七
番
歌
の
歌
意
に
沿
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
七
番
歌
は
清

輔
を
含
め
て
兄
弟
た
ち
が
皆
そ
ろ
っ
て
し
か
る
べ
く
立
身
出
世
す
る
こ
と
を
願
っ
て
詠
ん
だ
歌
だ
と
説
明
し
て
い
る
の
が
左
注
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

説
い
て
き
た
よ
う
に
、「
こ
れ
」
や「
此
歌
」は
清
輔
自
身
の
も
の
言
い
で
あ
り
、
直
前
の
歌
の
あ
と
に
み
ら
れ
る
文
言
で
あ
る
の
で
、「
こ

れ
は
…
…
よ
め
る
な
り
」
と
「
法
性
寺
殿
の
…
…
女
房
の
も
と
へ
」
は
た
と
え
ば
七
六
―
七
番
歌
の
よ
う
に
一
七
番
歌
の
あ
と
に
左
注
と
詞

書
を
兼
ね
る
意
味
で
置
か
れ
る
の
が
適
っ
て
い
る
。

『
清
輔
集
』
に
お
け
る
第
三
者
の
加
筆
を
め
ぐ
っ
て

一
五



そ
れ
で
は
、
こ
れ
は
「
梅
」
の
原
家
集
歌
で
あ
る
一
字
題
歌
群
（
一
七
―
二
二
番
）
を
割
っ
て
入
る
よ
う
に
一
七
番
歌
の
あ
と
に
も
と
も

と
は
普
通
の
形
で
配
列
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
第
三
者
が
今
の
と
こ
ろ
に
置
き
換
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

成
立
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
こ
と
を
少
し
敷
衍
し
て
い
う
と
、
原
家
集
は
「
久
安
百
首
」
詠
と
「
師
光
百
首
」
詠
を
含
む
「
鶯
」「
梅
」「
桜
」

「
七
夕
」
な
ど
の
大
き
な
歌
群
お
よ
び
単
純
題
が
付
さ
れ
た
一
、
二
首
の
「
久
安
百
首
」
詠
を
中
心
と
す
る
小
さ
な
歌
群
を
合
わ
せ
た
一
四

〇
首
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
二
条
天
皇
即
位
の
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
に
献
上
し
た
。
他
の
三
〇
〇
首
ほ
ど
は
原
家
集
を
コ
ア
に

し
て
清
輔
が
晩
年
に
付
け
加
え
た
と
考
え
て
お
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
日
常
生
活
詠
で
あ
る
二
五
番
歌
は
晩
年
の
増
補
で
あ
る
が
、
こ
の
場

合
、
一
七
番
歌
の
あ
と
に
普
通
の
体
裁
で
こ
れ
を
も
っ
て
く
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
一
字
題
歌
群
を
割
っ
て
入
る
こ
と

に
な
り
、
歌
群
を
崩
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
現
存
歌
集
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
清
輔
自
身
に
よ
っ
て
一
七
番
歌
の

あ
と
に
小
書
に
さ
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
頭
注
の
よ
う
に
付
さ
れ
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
今
み
る
形
に
本
行

化
さ
れ
て
二
四
番
歌
の
あ
と
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
第
三
者
の
所
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
七
番
か
ら
二
二
番
の
「
梅
」
の
一
字
題
に

続
い
て
二
三
―
四
番
は
結
題
、
二
六
―
七
番
は
日
常
生
活
詠
で
あ
り
、
本
歌
は
適
当
な
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
前
述
の
七
六
―
八
番
歌
が
あ
る
。
七
五
―
六
番
歌
は
原
家
集
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
コ
ア
に
し
て
七
七
番
歌

に
「
二
条
院
の
御
時
…
…
」
と
見
え
る
が
、
実
は
こ
の
配
置
は
お
か
し
い
。
七
五
―
六
番
が
「
五
月
雨
」
の
一
字
題
、
七
九
番
が
「
船
中
五

月
雨
」
の
結
題
で
あ
る
の
で
、
七
七
―
八
番
は
こ
の
あ
と
が
常
道
で
あ
る
。
し
か
し
、「
五
月
雨
」
が
二
首
し
か
な
く
、
し
か
も
七
七
―
八

番
歌
は
七
六
番
歌
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
都
合
が
よ
く
、
あ
え
て
配
列
を
無
視
し
て
清
輔
が
お
そ
ら
く
普
通
の
形
で
そ
こ
に
付
加
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
、
第
三
者
の
手
に
成
る
と
思
し
い
も
の
を
種
々
と
り
挙
げ
て
き
た
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
ま
だ
不
統
一
や
不
備
な
点
が
あ
る

な
ど
す
べ
て
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
所
為
が
一
度
に
成
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
同
一
人
に
よ
っ
て
な
の
か
等
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

一
六



い
が
、
歌
徳
に
こ
と
さ
ら
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
清
輔
に
近
し
い
人
物
が
清
輔
没
後
そ
ん
な
に
遠
く
な
い
こ
ろ
に
行
な
っ
た

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

注（
１
）
清
輔
の
生
年
に
つ
い
て
、
長
治
四
年
（
一
一
〇
四
）
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
と
す
る
新
説
に
従
う
。

（
２
）
「
藤
原
清
輔
朝
臣
集
に
つ
い
て

伝
本
を
中
心
に
し
て

」（「
和
歌
文
学
研
究
」
昭
四
十
九
年
六
月
）

（
３
）
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
』
所
収
「
清
輔
年
譜
考
」

（
４
）
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』「
清
輔
朝
臣
集
」
項

（
５
）
拙
著
『
六
条
藤
家
清
輔
の
研
究
』（
以
下
、「
拙
著
」
は
こ
れ
を
指
す
）
所
収
「『
清
輔
集
』
の
成
立
に
つ
い
て
―
そ
の
根
幹
部
分
の
想
定
―
」

（
６
）
以
下
、『
袋
草
紙
』
の
本
文
は
藤
岡
忠
美
先
生
・
西
村
加
代
子
氏
・
中
村
康
夫
氏
・
芦
田
『
袋
草
紙
考
証

雑
談
篇
』
に
よ
る
。

（
７
）
拙
著
所
収
「『
袋
草
紙
』
に
み
ら
れ
る
貫
之
、
能
宣
の
求
子
歌
」

（
８
）
拙
著
所
収
「『
清
輔
集
』
に
お
け
る
結
題

そ
の
成
立
と
関
わ
っ
て

」

（
９
）
（
３
）
に
同
じ
。

和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

『
清
輔
集
』
に
お
け
る
第
三
者
の
加
筆
を
め
ぐ
っ
て

一
七




