
撰
集
抄

の
構
造

-

西
行
仮
托
説
話
の
発
想
と
傾
向
を
め
ぐ
っ
て

■

｢撰
集
抄
』
は
政
文
に
'
｢寿
永
二
と
せ
む
つ
き
の
し
も
の
ゆ
み
は
り
に
'

讃
州
善
通
寺
の
万
丈
の
庵
に
て
｣脱
稿
し
た
と
記
し
て
い
る
｡
序
文
に
は
'

｢
過
に
し
か
た
四
十
余
年
の
霜
を
い
た
ゞ
き
｣
と
の
告
白
が
あ
る
の
だ
か

ら
t
F撰
集
抄
』
の
作
者
は
寿
永
二
年

(
二

八
三
)
頃
に
は
四
十
余
歳

で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
｡
寿
永
二
年
の
西
行
は
六
十
六

歳
t
F撰
集
抄
』
の
作
者
た
り
え
ぬ
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
｡
し
か
も

『撰
集
抄
』
は
'
西
行
仮
托
の
主
人
公
の
出
家
の
年
次
を
二
度
に
わ
た
っ

て

｢長
承
の
す
ゑ

(
へ
)
の
と
し
｣
と
証
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､

長
承
四
年

二

二
二
五
)
か
ら
寿
永
二
年
ま
で
単
純
に
計
算
し
て
み
て
も

四
十
八
年
と
な
り
'
作
者
の
年
齢
が
四
十
余
歳
と
い
う
の
は
'
西
行
の
実

年
齢
を
確
め
え
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
も
'
拙
劣
に
す
ぎ
る
仮
托
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
t
F撰
集
抄
』
は
'
西
行
仮
托
の
書
と
み

て
も
､
西
行
以
外
の
作
者
の
閲
歴
を
記
し
た
も
の
と
み
て
も
'
内
部
に
矛

谷

口

耕

一

盾
を
包
含
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
､
私
に
は
ひ
と
つ
の
懸
念
が
払
拭
し
き
れ
ぬ

ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
あ
の
よ
う
な
稚
拙
な
仮
托
を
構
想
L
t

r撰
集
抄
』
成
立
の
時
と
所
と
を
寿
永
二
年
､
善
通
寺
に
設
定
し
た
作
者

(-
)

の
側
の
事
情
'
あ
る
い
は
意
図
で
あ
る
｡
例
え
ば
巻
三
第
八
話

(以
下

｢
三
ノ
八
｣
と
い
う
よ
う
に
略
記
す
る
)
に
見
る
､
次
の
疑
問
は
ど
の
よ

う
に
解
釈
す
れ
ば
解
消
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

美
濃
国
に
里
人
か
ら
正
直
坊
と
慕
わ
れ
る
憎
が
い
た
｡
こ
の
男
は
五
年

も
の
間
'
二
日
あ
る
い
は
三
日
と
'
里
人
の
家
を
順
に
訪
れ
て
は
奉
仕
を

重
ね
て
い
た
の
だ
が
'
あ
る
時
ふ
っ
つ
り
と
姿
が
見
え
な
-
な
っ
て
し
ま

っ
た
｡
不
審
に
思
っ
た
村
人
達
が
山
中
に
分
け
入
っ
て
み
る
と
､
あ
る
山

の
麓
に
西
面
し
て
端
坐
､
息
絶
え
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
の
で

あ
る
｡
後
に
保
延
二
年
二
月
十
五
日
附
の
書
き
置
き
が
残
さ
れ
て
い
た
｡

人
々
は
そ
の
姿
に
寸
分
違
わ
ぬ
よ
う
形
体
を
う
つ
し
と
ど
め
て
安
置
し
､

そ
の
正
直
坊
の
功
徳
を
顕
彰
し
た
と
い
う
｡

『撰
集
抄
』
中
に
巌
め
込
ま
れ
る
と
'
二
月
十
五
日
の
入
寂
と
い
い
'
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創
作
臭
の
漂
う
'
そ
れ
で
い
て
特
に
新
し
さ
の
な
い
説
話
で
あ
る
が
'
作

者
が

｢保
延
の
む
か
し
｣
を
恋
う
て
､
次
の
よ
う
な
〟

評
論
〟
を
附
加
し

て
い
る
点
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡

-
-
此
事
き

,
侍
L
に
'
あ
ま
り
に
た
ふ
と
-
侍
り
し
か
ば
､
か

の
国
に
ま
か
り
-
だ
り
て
'
う

つ
し
と
め
奉
る
す
か
た
を
も
､
は
ひ

け
ん
し
侍
ら
ん
と
お
も
ひ
は
じ
め
て
､
す
で
に
､
備
前
の
ほ
そ
た
に

川
ま
で
い
で
侍
り
し
か
ば
'
こ
,
ち
の
な
や
ま
し
く
て
､
ゆ
く
さ
き

の
道
も
い
ぶ
せ
-
お
も
ひ
や
ら
れ
て
侍
り
し
か
ば
'
そ
れ
よ
り
お
も

ひ
か
へ
し
て
､
き
び
つ
み
や
に
か
へ
り
侍
り
き
｡

そ
の
,
ち
は
'
つ
れ
も
な
き
こ
,
ろ
に
て
､
-
ち
せ
ぬ
御
か
た
ち

に
て
侍
れ
ば
と
'
こ
,
ろ
ひ
と
つ
を
や
り
て
､
い
ま
は
と
し
の
た
け

ぬ
る
ぞ
か
し
｡
よ
-
ゑ
ん
も
う
す
-
侍
る
に
こ
そ
と
へ
か
へ
す
ぐ

こ
､
ろ
う
-
侍
り
｡
-
-

｢
か
の
国
｣
と
は
美
濃
国
を
指
す
｡
美
濃
国

へ
下
る
た
め
に
備
前

の
細

谷
川
ま
で
出
向
き
'
所
労
の
た
め
吉
備
津
宮

へ
引
き
返
し
た
と
の
証
言
を

信
ず
る
な
ら
ば
､
『撰
集
抄
』
の
作
者
は
こ
の
旅
の
起
点
を
ど
こ
に
設
定

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

｢
ほ
そ
た
に
川
｣
は

『
万
葉
集
』
『狭
衣
物
語
』
『金
葉
集
』
F義
経
記
』

等
の
用
例
に
見
る
限
り
､
固
有
名
詞
で
は
な
-
'
単
に

｢細
い
谷
川
｣
を

意
味
す
る
に
す
ぎ
ぬ
よ
う
で
あ
る
が
'
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
は
'
『古
今

集
』
巻
二
〇
｢ま
が
ね
ふ
-
き
び
の
中
山
お
び
に
せ
る
ほ
そ
た
に
川
の
を

(2
)

と
の
さ
や
け
さ
｣
二

〇
八
二
番
)'
あ
る
い
は

『新
千
載
集
』
巻
七

｢思

ひ
立
つ
吉
備
の
中
山
と
ほ
-
と
も
細
谷
川
の
お
と
づ
れ
は
せ
よ
｣
(七
五

九
番
)
と
あ
る
'
吉
備
の
細
谷
川
の
こ
と
で
あ
る

(現
在
そ
の
名
を
も
つ

川
が
あ
る
)｡
『撰
集
抄
』
の
通
例
と
し
て
､『古
今
集
』
に
用
例
の
見
え
る

歌
枕
的
地
名
を
引
-
こ
と
に
は
､
い
さ
さ
か
の
唐
突
感
も
な
い
け
れ
ど
も
､

美
濃
国

へ
下
る
途
次
に
備
前
の
細
谷
川
を
配
し
た
作
者
の
意
図
は
､
こ
の

主
人
公
の
旅
の
起
点
を
備
前
の
細
谷
川
よ
り
西
'
あ
る
い
は
南
に
設
定
し

て
い
た
と
把
握
す
る
以
外
'
解
釈
の
術
が
な
い
｡
そ
れ
は
つ
ま
り
'
西
行

仮
托
の
主
人
公
が
備
前
の
細
谷
川
よ
り
西
'
あ
る
い
は
南
に
い
た
こ
と
と

同
義
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
こ
れ
は
､
『撰
集
抄
』
が

｢讃
州
善
通
寺
の
万

丈
の
庵
｣
で
脱
稿
さ
れ
た
と
証
言
す
る
政
文
と
み
ご
と
に
呼
応
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
｡
少
-
と
も
こ
の
三
ノ
八
の
説
話
か
ら
窺
う
限
り
､
西
行

仮
托
の
主
人
公
が
東

へ
再
度
旅
立
っ
た
と
い
う
気
配
は
な
い
｡

西
行
が
讃
州
白
峰
に
崇
徳
院
の
霊
を
弔
い
､
善
通
寺
に

一
時
期
を
す
ご

し
た
折
の
'
四
国

へ
の
渡
海
コ
ー
ス
は
備
前

の
児
島
か
ら
で
あ

っ
た
o

｢
撰
集
抄
』
の
作
者
が
'
西
行
に
よ

っ
て

｢善
通
寺

の
万
丈
の
庵
｣
で

『
撰
集
抄
』
が
編
纂
さ
れ
た
と
仮
托
し
た
と
す
る
な
ら
ば
､
こ
の
三
ノ
八

の
説
話
の
旅
程
は
'
西
行
の
四
国

へ
の
渡
海
コ
ー
ス
を
逆
に
辿
っ
た
と
推

測
さ
れ
'
美
濃
国

へ
下
る
途
次
に
備
前
の
細
谷
川
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
に

矛
盾
は
な
い
｡
政
文
に
い
う
'
｢讃
州
善
通
寺
の
万
丈
の
庵
に
て
し
る
し

お
は
り
ぬ
｣
と
い
う

一
条
は
､
単
な
る
脱
稿
場
所
の
仮
托
に
と
ど
ま
ら
ず
､

『撰
集
抄
』
全
体
を
貫
通
さ
せ
よ
う
と
し
た
へ
ひ
と
つ
の
視
点
で
も
あ

っ

た
ら
し
い
の
で
あ
る
｡

勿
論
'
こ
こ
に
述
べ
た
意
図
が

『撰
集
抄
』
の
中
に
貫
徹
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
｡
例
え
ば
'
五
ノ

一
〇
に
は
'
そ
の
説
話
の
登
場
人
物
を
'

｢ち
か
き
比
'
あ
ふ
み
の
国
に
お
の
こ
侍
り
き
｣
と
紹
介
し
て
話
を
始
め

る
に
も
拘
ら
ず
'
｢
さ
ぬ
き
の
回
し
ど

こ
石
所
に
て
'
-
･･･往
生
し
侍
け

り
｣
と
結
ん
で
い
る
｡
即
ち
こ
の
説
話
の
視
座
は
都
に
置
か
れ
て
い
る
と

み
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
｡
ま
た
五
ノ

一
四
は
'
奈
良
の
京
で
西
行
が
俊
恵
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と
歌
物
語
を
交
わ
し
た
折
'
｢さ
ぬ
き
の
国
多
度
の
こ
ほ
リ
に
､
か
た
の
ご

と
-
庵
を
む
す
び
て
侍
り
L
に
｣
と
'
善
通
寺
で
の

一
時
期
を
過
去
の
事

柄
と
し
て
俊
恵
に
語
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
｡

し
か
し
'
こ
の
よ
う
な

一
貫
性
を
欠
い
た
構
想
の
中
に
も
､
『撰
集
抄
』

の
作
者
が
西
行
仮
托

の
主
人
公
の
居
所
を
備
前
国
以
遠
に
設
定
し
た
点
だ

け
は
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
そ
れ
は
つ
ま
り

『撰
集
抄
』
は
序
文
･

政
文
を
含
め
て
西
行
に
仮
托
さ
れ
た
説
話
集
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
'
そ

の
錯
誤
は
史
的
事
実
を
精
査
す
る
こ
と
な
-
'
説
話
が
多
分
に
観
念
的
に

創
作
さ
れ
た
た
め
で
あ

っ
た
こ
と
､
な
ど
の
諸
点
を
示
唆
し
て
い
る
と
思

え
る
か
ら
で
あ
る
｡

以
下
こ
の
論
で
は
以
上
の
諸
点
を
確
認
す
る
た
め
に
'
西
尾
光

一
氏
が
'

｢第

一
人
称
で
'
助
動
詞

｢き
｣
を
主
用
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
紀
行
的
･

随
筆
的
発
想
の
説
話
｣
(以
下
'
｢西
行
仮
托
説
話
｣
と
略
称
す
る
)
と
し

(3
)

て

一
括
さ
れ
た
三
十

一
話
と
'
序

･
政
を
中
心
に
据
え
て
'
西
行
仮
托
の

発
想
と
傾
向
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
｡
こ
の
三
十

一
話

を
採
り
上
げ
る
理
由
は
'
『撰
集
抄
』
の
諸
相
が
､
こ
の
三
十

一
話
に
集

約
さ
れ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
｡

二

『撰
集
抄
』
の
中
に
は
､
説
話
の
構
成
上
か
ら
言

っ
て
も
表
現
上
か
ら

言
っ
て
も
､
類
似
の
発
想
に
基
づ
-
も
の
と
看
倣
さ
ざ
る
を
得
な
い
説
話

が
存
在
し
て
い
る
｡
例
え
ば
五
ノ

〓

｢
江
口
柱
本
尼
連
歌
事
｣
と
九
ノ

八

｢
江
口
遊
女
歌
之
事
｣
の
二
話
が
そ
の
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
｡
小
島

孝
之

･
木
下
資

一
両
氏
の
詳
述
さ
れ
た
よ
う
に
'
こ
の
両
話
は
そ
れ
ぞ
れ

の
使
用
す
る
語
句
･章
句
に
顕
著
な

1
敦
を
見
せ
て
い
る
に
と
ど
ま
ら
ず
'

(4
)

説
話
全
体
の
構
成
も
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
小
島
氏
は
こ
こ
か
ら
'

｢
一
つ
の
説
話
の
創
作
が
'
又
新
た
な

一
つ
の
説
話
を
創
作
す
る
契
機
に

な
る
と
い
う
関
係
を
読
み
と
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｣
と
述
べ
て
お
ら
れ

る

｡五
ノ

一
一
と
九
ノ
八
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
'
以
上
の
見
解

が
妥
当
な
も
の
と
す
る
な
ら
ば
'
二
ノ
二

｢青
蓮
院
真
替
法
眼
之
事
｣
と

九
ノ

1
1
｢覚
英
僧
都
事
｣
と
の
'
二
話
の
関
係
も
同
様
の
も
の
と
し
て

追
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
二
話
に
登
場
す
る
真

菅
は
鳥
羽
院
の
入
官
'
覚
英
は
後
二
条
関
白
藤
原
師
通
の
男
で
あ
る
｡
と

も
に
三
千
禅
徒
の
貫
主
に
昇
り
う
る
人
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
､
真
菅
は

十
八
歳
'
覚
英
は
二
十
歳
の
時
い
ず
こ
と
も
な
-
逐
電
'
杏
と
し
て
行
方

が
知
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

っ
た
が
'
真
菅
は
筑
前
国
小
野
里
'
覚
英
は
陸

奥
国
信
夫
郡
-
づ
の
松
原
に
'
次
の
よ
う
な
文
面
の
書
き
置
き
を
残
し
て

い
た
こ
と
に
よ
っ
て
'
そ
の
後
の
諸
国
流
浪
の
様
が
知
れ
た
と
い
う
｡

〇

二
ノ
二

昔
は
天
台
山
の
禅
徒
と
し
て
'
三
千
の
貫
主
に
い
た
ら
む
事
を
思

ひ
'
今
は
小
野
の
山
中
に
住
て
'
弥
陀
の
来
迎
に
預
ん
事
を
願
ふ
｡

よ
の
中
ほ
う
き
ふ
し
し
げ
き
-
れ
竹
の
な
ど
色
か
へ
で
み
ど
り

な
る
ら
ん

久
寿
二
年
三
月
九
日
へ
青
蓮
院
法
眼
真
誉

〇
九
ノ

1
1

昔
は
応
理
円
宗
の
学
徒
と
し
て
'
公
家
の
焚
蓮
に
つ
ら
な
り
､
今

は
諸
国
流
浪
の
乞
食
と
し
て
'
お
は
り
を
-
づ
の
松
の
原
に
と
る
｡

世
の
中
の
人
に
は
-
づ
の
松
原
と
よ
ぼ
る

,
名
こ
そ
う
れ
し
か
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り
け
れ

千
時
'
保
元
二
年
二
月
十
七
日
､
権
少
僧
都
覚
英
'
生
年
四
十

二

申
の
刻
に
お
は
り
ぬ

(5
)

こ
の
二
話
は
夙
に
西
尾
光

一
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
錯
誤
が
多
-
'

創
作
性
を
感
じ
さ
せ
る
説
話
で
あ
る
｡
二
話
を
対
照
す
る
と
'
作
者
が

一

対
の
説
話
と
し
て

『撰
集
抄
』
中
に
按
排
し
た
か
の
感
が
あ
る
｡
真
菅
と

覚
英
の
出
自
を
'

一
方
は
鳥
羽
院
の
八
宮
'

一
方
を
後
二
条
関
白
師
通
の

息
と
L
t
と
も
に
当
時
の
最
高
の
家
系
に
求
め
て
い
る
.
ま
た

1
万
を
十

八
歳
で
出
奔
し
筑
前
国
に
書
き
置
き
を
残
し
た
と
描
き
､
他
方
を
二
十
歳

で
失
綜
'
陸
奥
国
に
書
き
置
き
を
残
し
て
寂
し
た
と
設
定
す
る
と
こ
ろ
に

も
'
対
照
性
が
読
み
と
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
'

今
こ
こ
で
重
要
と
思
え
る
こ
と
は
'
そ
こ
に
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
書
き

置
き
の
書
式
で
あ
る
｡
こ
こ
に
は
'
｢昔
は
-
-
'
今
は
-
-
｣
と
い
う

比
較
対
照
が
共
通
し
て
見
ら
れ
､
そ
れ
ぞ
れ

一
首
の
歌
を
挿
ん
で
年
月
日

が
記
さ
れ
'
後
に
署
名
が
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
に
見
え
る
'
｢昔
は
天
台

山
の
禅
徒
と
し
て
､
三
千
の
貫
主
に
い
た
ら
む
事
を
思
ひ
｣
と
い
う

一
文

と
'
｢昔
は
応
理
円
宗
の
学
徒
と
し
て
､
公
家
の
焚
蓮
に
つ
ら
な
り
｣
と

い
-

一
文
は
'
例
え
ば

1
ノ

1
｢増
賀
上
人
之
事
｣
に
､
｢極
位
極
官
を

き
は
め
て
公
家
の
ぽ
ん
ゑ
む
に
つ
ら
な
り
'
三
千
の
ぜ
ん
と
に
い
つ
か
れ

ん
と
お
も

へ
る
も
へ
名
利
の
二
を
は
な
れ
ず
｣
と
い
う
表
現
が
あ
る
と
こ

ろ
を
見
る
と
'
『撰
集
抄
』
作
者
に
と
っ
て
唾
棄
す
べ
き
対
象
で
あ

っ
た

｢名
利
の
二
｣
を
表
現
す
る
と
き
の
常
套
句
と
思
え
る
か
ら
､
真
菅
と
覚

英
と
の
実
際
の
書
き
置
き
を
写
し
た
も
の
と
は
到
底
看
徹
し
え
な
い
｡
つ

ま
り
'
こ
の
二
つ
の
書
き
置
き
は
､
机
上
の
創
作
ら
し
-
思
え
る
の
で
あ

る
｡
少
-
と
も
文
飾
は
創
作
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡

こ
こ
に
登
場
す
る
真
菅
は
鳥
羽
院
の
八
宮
と
さ
れ
て
い
る
が
'
『本
朝

皇
胤
紹
運
録
』
に
は
名
を
載
せ
て
い
な
い
｡
署
名
中
に
見
え
る
青
蓮
院
は
'

『青
蓮
院
門
跡
系
譜
』
に
伝
教
大
師
最
澄
以
下
の
名
を
載
せ
る
が
'
実
質

は
行
玄
が
初
祖
で
あ
る
｡
系
譜
上
'
真
菅
の
兄
に
あ
た
る
は
ず
の
七
宮
覚

快
法
親
王
は
'
行
玄
の

｢清
瓶
弟
子
｣
(『青
蓮
院
門
跡
系
譜
』
)
で
あ
る
か

ら
'
真
馨
を
実
在
の
人
物
と
仮
定
し
た
場
合
､
七
宮
覚
快
と
同
じ
-
'
青

蓮
院
座
主
行
玄
に
事
え
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
｡
そ
こ
で

改
め
て

『本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
を
播
い
て
み
る
と
'
七
宮
の
次
に

｢最
忠

法
親
王
｣
の
名
を
載
せ
て
い
る
｡
註
記
は

｢山
｣
｢売
品
｣
と
あ
る
か
ら
､

比
叡
山
の
僧
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
'
そ
の
註
記
は
五
宮
覚
性
'
六
宮
道
恵
'

七
宮
覚
快
に
比
し
て
著
し
い
落
差
が
目
立
つ
｡
覚
性
は
仁
和
寺
御
室
'
道

恵
は
園
城
寺
長
吏
'
覚
快
は
天
台
座
主
に
そ
れ
ぞ
れ
任
じ
､
｢極
位
極
官

を
き
は
め
て
公
家
の
ぽ
ん
ゑ
む
に
つ
ら
な
り
'
三
千
の
ぜ
ん
と
に
い
つ
か

れ
｣
る
地
位
に
到
っ
て
い
る
｡
こ
の
三
人
の
兄
に
比
較
す
れ
ば
'
最
息
の

註
記
の
簡
略
さ
が

1
際
目
立
つ
.
と
も
か
-
最
忠
に
は
何
ら
か
の
事
情
が

あ
っ
た
ら
し
-
見
え
る
の
で
あ
る
.
と
す
れ
ば
'
最
忠
と
真
誉
と
を
同

1

人
物
と
想
定
す
る
こ
と
も

一
応
可
能
で
あ
る
｡
改
名
に
関
し
て
は
'
五
宮

本
仁
が
'
法
名
信
法
を
覚
性
と
改
め
て
い
る
｡
因
み
に
､
こ
の
最
忠
は
'

当
時
の
記
録
類
に
し
ば
し
ば
名
を
出
す
'
慈
円
の
弟
に
あ
た
る

｢最
息
'

法
印
権
大
僧
都
｣
と
は
別
人
で
あ
る
｡

と
も
あ
れ
'
『撰
集
抄
』
の
記
述
を

一
応
信
じ
て
'
真
菅
を
覚
快
の
弟

と
考
え
て
み
る
｡
覚
快
は
養
和
元
年

(
一
一
八

一
)
十

一
月
に
四
十
八
歳

で
寂
し
て
い
る
の
で
'
そ
の
生
年
は
長
承
三
年

二

二
二
四
)
と
い
う
こ

と
に
な
り
､
真
馨
の
生
年
は
必
然
的
に
長
承
三
年
以
降
と
な
る
｡
と
す
る

と
'
久
寿
二
年

(
二

五
五
)
に
兄
覚
快
は
二
十
二
歳
で
あ
る
か
ら
､
そ
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の
頃
に
真
菅
を

｢御
よ
は
ひ
は
た
ち
に
お
よ
び
た
は
は
ぬ
ほ
ど
｣
と
設
定

す
る

F撰
集
抄
』
の
記
述
に
合
致
し
う
る
の
で
あ
る
｡
今
'
真
菅
の
年
齢

を
久
寿
二
年
に
二
十
歳
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
'
そ
の
生
年
は
保
延
二

午

(
二

三
六
)
と
な
る
｡
行
玄
が
青
蓮
院
に
住
し
て
天
台
座
主
と
し
て

寺
務
を
執
っ
た
の
が
保
延
四
年

(
二

三
八
)
か
ら
久
寿
二
年

(
二

五

五
)
に
到
る
十
七
年
間
で
あ
る
か
ら
､
真
菅
が
七
歳
で
登
山
し
て
行
玄
に

師
事
し
た
と
い
う
年
は
'
行
玄
の
在
任
中
で
あ
る
康
治
元
年

(
二

四
二
)

と
な
り
'
説
話
の
年
次
に
矛
盾
は
来
さ
な
い
｡
と
こ
ろ
が
'
｢長
承
の
す

ゑ

(
へ
)
の
年
｣
(長
承
四
年

八
一
二
二
五
)
)
に
既
に
出
家
し
て
い
る
は

ず
の
西
行
仮
托
の
主
人
公
が
'
貴
著
登
山
の
折
'
｢御
と
も
｣
を
仕
っ
た

と
二
ノ
二
に
は
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
場
合
'
同
じ
西
行
仮
托
説
話
で
あ

り
な
が
ら
'
長
凍
四
年
と
い
う
年
次
の
方
に
錯
誤
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
｡

一
方
'覚
英
は
後
二
条
関
白
藤
原
師
通
の
男
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
｡

｢尊
卑
分
脈
｣
に
は
師
通
の
息
と
し
て
'
忠
実

･
家
政

･
家
隆
の
名
を
載

せ
る
の
み
で
あ
る
が
t
r大
覚
寺
門
跡
次
第
J
に
､
｢覚
英
少
僧
都
/
後
二

条
師
通
公
男
｣
と
あ
る
の
で
t
r撰
集
抄
』
の
記
述
は
こ
の
点
に
関
し
て

は
信
葱
性
が
あ
る
も
の
と
見
て
よ
い
｡
覚
英
の
師
に
あ
た
る

一
乗
院
の
覚

信
大
僧
正
は
師
実
の
子
'
覚
英
の
父
師
通
の
弟
で
あ
る
か
ら
'
覚
英
か
ら

見
た
場
合
叔
父
に
あ
た
る
｡
そ
し
て
そ
の
弟
に
行
玄
が
い
る
こ
と
も
注
目

さ
れ
る
｡
覚
信
は

｢尊
卑
分
脈
L
r大
覚
寺
門
跡
次
第
｣
に
保
安
二
年
二

月
八
日
寂
と
あ
り
t
r僧
綱
補
任
抄
出
｣
｢興
福
寺
寺
務
次
第
』
r興
福
寺

三
綱
補
任
』
に
同
年
五
月
八
日
寂
と
あ
る
が
'
い
ず
れ
に
し
て
も
保
安
二

年

二

一
二

二

の
入
寂
と
み
て
よ
い
｡
r撰
集
抄
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
'

覚
英
は
保
元
二
年

二

一
五
七
)
に
四
十

一
歳
と
あ
る
の
で
'
生
年
は
永

久
五
年

(
二

一
七
)
と
い
-
こ
と
に
な
り
､
承
徳
三
年

(
一
〇
九
九
)

六
月
に
三
十
八
歳
で
尭
じ
た
父
師
通
の
寿
後
十
八
年
の
出
生
と
な
る
の
み

な
ら
ず
'
師
覚
信
の
寂
し
た
時
'
わ
ず
か
五
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
計
算
に

な
る
｡
従
っ
て
こ
こ
は
西
尾
光

一
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
､
保
元
二
年
と

(6
)

い
う
年
次
に
錯
誤
が
あ
る
も
の
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
t
r撰
集
抄
3
は
名
の
特
定
で
き
る
人
物

に
つ
い
て
は
'
或
い
は
か
な
り
の
知
識
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

臆
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
そ
こ
に
記
さ
れ
る
年
次
に
つ
い
て
は
信
頼
の

置
け
な
い
も
の
が
多
く
混
入
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
計
算
上
､
｢久
寿

二
年
｣
は
史
実
と
し
て
錯
誤
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
'
文
章
の
定
型
化
､

書
式
の
類
似
'
年
代
の
錯
誤
等
を
勘
案
す
る
と
'
こ
の
真
菅
と
覚
英
の
残

し
た
書
き
置
き
は
t
r撰
集
抄
l
作
者
の
創
作
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
よ

う
で
あ
る
｡

し
か
も
'
こ
こ
で
計
算
上
史
実
で
あ
り
え
た

｢久
寿
二
年
｣
と
い
う
年

次
も
架
空
の
も
の
で
あ
っ
て
'･
そ
の
史
実
と
の
合
致
は
暗
合
で
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
点
を
示
唆
す
る
現
象
が
t
r撰
集
抄
｣
中
に
見
え
て
い
る
｡

と
い
う
の
は
t
r撰
集
抄
J
の
作
者
は
時
を
明
記
す
る
必
要
の
あ
る
文
書

の
中
で
は
､
不
思
議
と

｢
二
年
｣
に
拘
泥
し
て
お
り
'
他
の
年
次
は
'
時

の
明
記
さ
れ
た
文
書
中
に
は

一
例
も
出
現
し
な
い
の
で
あ
る
｡
例
示
し
て

ヽ

お
-
と
'
前
引
の

｢久
寿
二
年
｣
｢保
元
二
年
｣
の
外
に
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
｡

○
保
延
二
年
二
月
十
五
日
t
も

,
す
ぢ
り
ゆ
が
み
房
ま
が
り
な
が
ら
往

生
し
ぬ
｡

(三
ノ
八
)

○

天
徳
二
と
せ
の
む
月
の
十
日
あ
ま
り
の
比
'
あ
ふ
み
の
か
み
を
の
ぞ

め
る
状
の
-
-

(八
ノ
二
六
)
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そ
の
他
､
年
次
を

｢二
年
｣
と
載
せ
る
説
話
は
五
ノ

二

が
あ
り
､
上

掲
の
用
例
と
併
せ
て
計
五
例
と
な
る
｡
こ
の
う
ち
'
｢保
延
二
年
｣
の
説

話
は
'
前
記
し
た
美
濃
国
の
憎
に
関
す
る
も
の
で
､
西
行
仮
托
説
話
三
十

1
話
に
準
ず
る
も
の
と
言
え
る
.
ま
た

｢
天
徳
二
と
せ
｣
は
'
F本
朝
文

粋
』
巻
六
に
載
せ
る

｢請
,
殊
蒙
二
天
恩
7
被
丙
遷
二
山
城
守
?兼
乙
任
近
江
権

介
甲
状
｣
に
'
｢天
徳
二
年
正
月
十

一
日
｡
従
四
位
下
行
木
工
頭
小
野
朝
臣

(7
)

道
風
｣
と
署
名
が
あ
る
と
お
り
史
実
で
あ
る
｡
巷
八
の
特
殊
性
に
つ
い
て

(8
)

は
小
島
孝
之
氏
の
論

に
詳
し
い
の
で
､
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
が
'
こ
こ

も

『本
朝
文
粋
』
を
介
し
て
の
知
識
と
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
ら
引
用
文
書
の
中
に
必
ず
出
現
す
る

｢
～
二
年
｣
と
明
記
さ
れ
た

年
次
が
'
｢撰
集
抄
』
の
中
で
は
や
や
特
殊
な
部
類
に
属
す
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
､
年
次
に
関
す
る
用
例
を
す
べ
て
拾
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う

に
な
る

(
*
印
は
西
行
仮
托
説
話
)0

川
｢
I
の
は
じ
め
の
年
｣
｢
I
の
は
じ
め
つ
か
た
｣
-
-
エ

ノ
七
㌧
六

ノ
二
'
八
ノ
三

(三
例
)

佃
｢
-
四
年
｣
-
･･･六
ノ
二
'
九
ノ

l
(
二
例
)

籾

｢
-
十
五
年
｣
-
-
四
ノ
五

二

例
)

仙
｢
I
の
未
｣
｢
I
の
未
の
年
｣
｢
～
の
未
の
比
｣
-
-
六
ノ
二
､
六
ノ

三
､
.
六
ノ
八
､
.
七
ノ

一
〇
､
八
ノ
八
､
.
九
ノ
七

(六
例
)

㈲

｢
～
の
年
｣
｢
I
の
比
｣
-
-
二

ノ
七
㌧
四
ノ
四
'
六
ノ
二
､
.
七
ノ

一
三
'
*
七
ノ

二
二
(五
例
)

こ
の
う
ち

川に
挙
げ
た
'

一
ノ
七

｢保
元
の
は
じ
め
の
年
｣
は
鳥
羽
院

の
崩
年
'
六
ノ
二

｢り
ん
と
-
の
は
じ
め
の
と
し
｣
は
中
国
の
栄
公
の
穀

年
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
｡
鳥
羽
院
は
保
元
元
年
七
月
に
五
十
四
歳
で

崩
じ
て
お
り
､
こ
れ
を

一
契
機
と
し
て
保
元
の
乱
が
惹
き
起
さ
れ
た
こ
と

は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
｡
従
っ
て
鳥
羽
院
の
崩
年
を

｢保
元
の
は
じ
め

の
年
｣
と
記
す

『撰
集
抄
』
の
記
述
は
歴
史
事
実
に
則
し
た
も
の
と
認
め

て
よ
い
｡

一
方
へ
｢栄
公
｣
と
い
う
の
は
'
『列
子
』
第

一
天
職
､
『説
苑
』

第

1
七
雑
言
に
見
え
る
栄
啓
期
を
指
し
て
い
る
o
L
か
L
t
『列
子
』
『説

苑
』
あ
る
い
は
そ
れ
ら
か
ら
説
話
を
構
成
し
た
と
思
わ
れ
る

『今
昔
物
語

集
』
巻

1
0
ノ

1
0
で
は
'
栄
啓
期
は
孔
子
の
同
時
代
人
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
『
列
子
』
な
ど
を
参
看
し
た
と
す
れ
ば
'
栄
啓

期
の
穀
年
を
'唐
の
高
宗
の
治
世
､
｢り
ん
と
-
の
は
じ
め
の
と
し
｣
に
設

定
す
る
と
い
う
致
命
的
な
過
失
を
犯
す
は
ず
は
な
い
｡
と
す
れ
ば
'
『
三

教
指
帰
山
F菅
家
文
革
』
F和
漢
朗
詠
集
』
(
二
篇
)
に
栄
啓
期
に
言
及
す

る
詩
を
載
せ
る
の
で
'
そ
の
い
ず
れ
か
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
特
に

F朗
詠
集
』
は

｢撰
集
抄
』
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
り
'
六
ノ
二
の
文
章

中
に
は

『朗
詠
集
』
を
出
典
と
す
る
章
句
を
切
り
貼
り
し
て
ち
り
ば
め
た

部
分
が
あ
る
の
で
､出
典
は

『朗
詠
集
』
に
仰
ぐ
べ
き
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

『撰
集
抄
』
が
｢
栄
公
｣
を
中
国
の
天
子
と
誤
認
し
て
い
る
ら
し
い
点
も
'

『朗
詠
集
』
で
は
'
朝
綱
の
句
は

｢帝
王
｣
の
部
に
編
入
さ
れ
て
い
る
の

で
､
そ
れ
に
拠
っ
た
と
考
え
れ
ば
納
得
が
ゆ
-
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
'
こ

れ
ら
の
詩
か
ら
は
栄
啓
期
の
没
年
は
臆
測
さ
え
不
可
能
で
あ
る
｡
｢り
ん

と
-
の
は
じ
め
の
と
し
｣
と
は

F撰
集
抄
』
作
者
の
捜
造
と
見
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
｡
た
だ
､
｢麟
徳
｣
と
い
う
年
号
は
'
わ
が
国
に
も
伝
え
ら
れ

た
麟
徳
暦

(儀
鳳
暦
)'
則
天
武
后
の
麟
徳
亭
'
あ
る
い
は
玄
莫
三
蔵
の

示
寂
年

(麟
徳
元
年
)
な
ど
に
絡
ん
で
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

特
に
玄
突
三
蔵
の
示
寂
年
の
借
用
ら
し
-
思
わ
れ
る
｡

(9
)

次
に

佃に
あ
げ
た
､
六
ノ
二

｢治
暦
四
年
｣
は
後
冷
泉
院
の
崩
年
'
九

ノ

一
｢
て
ん
と
-
よ
と
せ
｣
は
内
裏
焼
亡
の
年
次
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
､
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と
も
に
史
実
に
合
致
し
て
い
る
｡

ま
た

刷に
あ
げ
た
四
ノ
五

｢
元
和
十
五
年
｣
は
顕
基
の
出
家
の
年
次
か

黄
年
を
指
し
て
い
る
も
の
と
も
読
め
る
の
で
あ
る
が
'
｢元
和
｣
と
い
う

年
号
は
'
わ
が
国
で
は
江
戸
時
代
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
'
こ

こ
は
唐
の
時
代
に
使
用
さ
れ
た
年
号
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
と
す
る
と
'

こ
れ
は
'
白
楽
天
が
元
和
十
年

(八

一
五
)
に
江
州
司
馬
に
左
遷
さ
れ
､

同
十
三
年
に
忠
州
刺
史
'
同
十
五
年
夏
に
罪
を
赦
さ
れ
都
に
帰
還
し
た
と

い
う

一
連
の
事
件
を
念
頭
に
お
い
て
の
も
の
ら
し
い
｡
こ
の

｢元
和
十
五

(10
)

年
｣
と
い
う
年
号
を
め
ぐ
っ
て
'
沼
波
政
保
氏
が
詳
細
な
論
を
展
開
し
､

こ
の
説
話
の
解
釈
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
､
詳
細
は
そ
れ
に
譲
り
'
こ

こ
で
は
元
和
十
五
年
と
い
う
年
号
が

一
応
史
実
と
し
て
認
定
で
き
る
点
を

確
認
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
｡

こ
の
よ
う
に
見
て
-
る
と
へ
『撰
集
抄
』
の
中
に
､
｢I
の
年
｣
｢
～
二

年
｣
｢
I
の
未
の
年
｣
以
外
の
年
次
が
史
的
錯
誤
と
し
て
見
え
て
い
る
例

は
'
唐
土
の
栄
啓
期
の
投
年
を
麟
徳
元
年
と
す
る
例
を
除
け
ば
､
都
良
香

(承
和
元
年

八八
三
四
)
-
元
慶
三
年

八八
七
九
)
)
を
延
書

(九
〇
一
～

九
二
三
)
の

｢
は
じ
め
つ
か
た
｣
に
登
場
さ
せ
る
例
が
'
八
ノ
三
に

一
例

見
え
る
だ
け
と
い
う

こ
と
に
な
る
｡
こ
の
場
合
'
｢延
書
｣
が
純
然
た
る

年
号
を
意
識
し
て
い
る
も
の
か
'
醍
醐
天
皇
の
治
世
を
指
し
て
い
る
も
の

か
'
や
や
不
分
明
な
が
ら
'
八
ノ
二
で
は
良
香
を

｢宇
多
の
み
か
ど
の
御

こ
ろ
｣
(在
位
仁
和
三
年

八八
八
八
)
～
寛
平
九
年

八八
九
八
)
)
に
登
場

さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
F撰
集
抄
』
の
作
者
は
'
良
香
を
宇
多

･
醍
醐

二
帝
の
時
代
の
人
と
信
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
も
道
真
へ
貫
之
'

長
谷
雄
'
清
行
ら
文
化
人
の
輩
出
し
た

｢延
書
む
ら
か
み
の
二
代
｣
(六

ノ
二
)
と
い
う
聖
代
意
識
と
無
縁
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
F撰
集
抄
』
の
作
者
は
､
自
己
の
知
識
と
し
て
正

確
な
史
実
に
通
じ
て
い
る
出
来
事
に
つ
い
て
は
､

一
応
正
確
な
年
次
を
記

そ
う
と
し
た
志
向
も
読
み
と
れ
る
が
'
自
己
の
知
識
に
な
い
も
の
へ
あ
る

い
は
生
半
可
な
知
識
し
か
も
っ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
'
文
献
で
確

認
す
る
と
い
う
労
を
惜
し
み
､
凡
そ
の
見
当
を
つ
け
た
年
号
を
単
に
記
す

か
､
栄
啓
期
の
例
の
よ
う
に
自
己
の
知
識
に
あ
る
年
号
を
附
合
す
る
か
'

あ
る
い
は
'
｢延
久
の
す
ゑ
の
と
し
｣
(六
ノ
二
)'
｢長
承
の
す
ゑ

(
へ
)

の
と
し
｣
(六
ノ
三
'
七
ノ

一
〇
)'
｢応
和
の
す
ゑ
の
年
｣
(八
ノ
八
)､

｢永
暦
の
す
ゑ
｣
(六
ノ
八
)へ
｢去
ぬ
る
永
暦
の
す
ゑ
の
比
｣
(九
ノ
七
)

と
す
る
な
ど
'
提
造
と
も
言
え
る
'
多
分
に
間
に
合
せ
的
な
記
述
態
度
で

『撰
集
抄
』
を
綴
っ
た
も
の
と
見
え
る
｡
延
久
五
年
五
月
に
崩
じ
た
後
三

条
院
の
崩
年
を

｢延
久
の
す
ゑ
の
と
し
｣
(延
久
六
年
)
と
記
し
た
り
'

六
年
つ
づ
い
た
延
久
､
四
年
つ
づ
い
た
長
承
'
同
じ
-
四
年
つ
づ
い
た
応

和
に
'
｢末
の
年
｣
を
設
定
す
る
の
は
ま
だ
し
も
'
年
号
が
発
布
さ
れ
た

翌
年
に
は
既
に
改
元
さ
れ
て
い
る
永
暦
に
対
し
て
､
二
度
に
わ
た
っ
て
記

さ
れ
る

｢永
暦
の
す
ゑ
｣
｢永
暦
の
す
ゑ
の
比
｣
と
い
う
表
現
は
極
め
て

お
さ
ま
り
が
悪
-
'
御
都
合
的
な
表
現
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
'
西
行
仮
托
の
主
人
公
の
出
家
の
年
次
を

｢長
承

の
す
ゑ

(
へ
)
の
と
し
｣
〓
ハ
ノ
三
㌧
七
ノ

一
〇
)
と
す
る
点
も
'
西
行

出
家
の
史
実
に
反
す
る
ば
か
り
か
､
F撰
集
抄
｣
の
内
部
に
お
い
て
さ
え

相
互
に
矛
盾
し
て
い
た
｡
以
上
の
点
を
勘
案
す
れ
ば
'
｢撰
集
抄
山
中
に

使
用
さ
れ
て
い
る
年
号
は
'
そ
の
場
の
便
宜
に
よ
る
表
現
が
多
い
と
み
な

ぎ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡

と
も
あ
れ
'

1
応
の
真
潰
性
が
要
求
さ
れ
'
年
月
日
を
明
記
す
る
必
要

の
あ
る
引
用
文
書
中
に
み
え
る
年
次
が
､
い
ず
れ
も

｢
二
年
｣
で
あ
っ
て

34



一
例
の
例
外
も
な
い
点
､
｢三
年
｣
と
い
う
年
次
が

『撰
集
抄
』
中
に

一

例
も
見
出
せ
な
い
点
､
更
に
は

｢四
年
｣
｢十
五
年
｣
と
明
記
さ
れ
る
年

次
が
す
べ
て
史
的
事
実
で
あ
っ
た
点
は
'
特
に
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
ろ

う
｡
と
い
う
の
も
､
｢時
に
寿
永
二
と
せ
む
つ
き
の
し
も
の
ゆ
み
は
り
に
'

讃
州
善
通
寺
の
方
丈
の
庵
に
て
し
る
し
お
は
り
ぬ
｣
と
い
う
'
政
文
に
見

え
る

｢寿
永
二
と
せ
｣
と
い
う
年
次
も
'
以
上
述
べ
た
西
行
仮
托
説
話
の

傾
向
と
連
関
す
る
発
想
に
支
え
ら
れ
た
表
現
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

長
承
の
未
年
'
即
ち
四
年
に
出
家
し
た
は
ず
の
西
行
仮
托
の
主
人
公
の
年

齢
が
'
四
十
八
年
後
の
寿
永
二
年
に
な
っ
て
も
四
十
余
歳
と
誤
っ
た
理
由

の
一
端
は
､
こ
れ
ら
の
年
号
お
よ
び
年
次
の
便
宜
的
な
設
定
に
由
来
し
て

い
る
の
に
違
い
な
い
｡
そ
し
て
こ
の
政
文
は
､
『方
丈
記
』
に
､

千
時
建
暦
ノ
フ
タ
-
セ
ヤ
ヨ
ヒ
ノ
ツ
ゴ
モ
リ
コ
ロ
'
桑
門
ノ
蓮
胤
'

-
ヤ
マ
ノ
イ
ホ
リ

ニ
シ
テ

コ
レ
ヲ
シ
ル
ス
｡

と
あ
り
､
『閑
居
友
』
に
'

そ
の
時
は
'
永
久
四
年
の
春
'
弥
生
の
中
の
こ
ろ
､
西
山
の
峯
の
万

丈
の
草
の
庵
に
て
記
し
お
は
り
ぬ
る

と
あ
る
よ
う
に
､
定
型
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
時
と
所
と
を
置
換

す
れ
ば
'
仮
托
は
す
ぐ
さ
ま
成
立
す
る
の
で
あ
る
｡
『方
丈
記
』
は

｢記
｣

の
形
式
を
忠
実
に
踏
襲
し
て
い
る
の
で
別
と
し
て
も
'
特
に

『閑
居
友
』

(I
)

と
は
文
章
も
近
い
ゥ

ま
た
'
讃
州
善
通
寺
で

『撰
集
抄
』
を
編
ん
だ
時
､
西
行
仮
托
の
作
者

が
四
十
余
歳
で
あ
っ
た
と
記
す
序
文
の
証
言
も
､
ま
っ
た
く
信
の
置
け
な

い
も
の
で
あ
る
｡
西
行
仮
托
の
主
人
公
と
交
渉
す
る
人
物
で
､
説
話
に
登

場
す
る
時
点
の
年
齢
の
明
記
さ
れ
て
い
る
人
々
を
'
西
行
仮
托
説
話
の
中

か
ら
拾
っ
て
み
る
と
'
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
四
十
～
六
十
歳
に
集
中
し
て
お

(12
)

り
､
十
二
例
ほ
ど
の
例
が
あ
り
へ
例
外
は
三
例
に
す
ぎ
な
い

(『撰
集
抄
』

全
体
で
は
二
十
二
例
に
対
し
'
例
外
は
十

一
例
で
あ
る
)｡
と
す
れ
ば
'

｢過
に
し
か
た
四
十
余
年
の
霜
を
い
た
ゞ
き
｣
と
い
う
序
文
の
記
述
も
'

F撰
集
抄
』
作
者
の
西
行
仮
托
説
話
創
作
の
際
の
常
套
手
段
で
あ
っ
て
'

信
頼
す
べ
き
何
か
に
基
づ
く
説
と
は
到
底
思
え
な
い
わ
け
で
あ
る
｡

以
上
述
べ
来
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
'
『撰
集
抄
』
の
序
文
と
政
文

と
は
'
他
の
西
行
仮
托
説
話
と
発
想
や
傾
向
を
同
じ
-
し
て
お
り
､
西
行

に
仮
托
さ
れ
た
作
文
で
あ
り
'
口
承
の
説
話
世
界
の
中
に
､
西
行
の
事
蹟

を
拾
い
集
め
て
記
述
さ
れ
た
も
の
と
の
想
定
さ
え
蹄
躍
せ
ざ
る
を
え
な
い

こ
と
に
な
ろ
う
｡
つ
ま
り
､
『撰
集
抄
』
脱
稿
の
時
と
所
と
が
'
寿
永
二

年
讃
州
善
通
寺
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
も
､
や
は
り
ひ
と
つ
の
創
作
で
あ

っ
て
'
｢過
に
し
仁
安
の
こ
ろ
'
西
国
は
る
ぐ

と
し
ゆ
ぎ
ゃ
う
し
侍
り

し
っ
ゐ
で
に
'讃
州
み
を
さ
か
の
も
り
と
云
所
に
し
ば
ら
-
す
み
侍
り
き
｣

(
一
ノ
七
)
と
あ
る
よ
う
に
'
そ
こ
が
単
に
西
行
ゆ
か
り
の
地
で
あ
っ
た

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
場
合
'
そ
の
仮
托
を
発
想
す
る
根
櫨
に
､

例
え
ば
仁
治
三
年

(
〓

1四
二
)
に
善
通
寺
を
訪
ね
た
道
範
阿
閣
梨
が
'

そ
こ
を
西
行
の
入
寂
地
と
考
え
て
い
た
よ
う
な

(『南
海
漂
流
記
』
)'
虚

伝
の
存
在
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
走
か
で
は
な

い
｡
た
だ
'
『撰

集
抄
』
の
作
者
は
'
西
行
を
も
'
｢
1
挙
万
里
に
よ
ぢ
て
と
-
を
か
-
し
｣

(三
ノ
八
)
と
い
う
'
自
己
の
信
奉
す
る

『摩
詞
止
観
』
の
ド
グ
マ
を
実

践
し
た
人
間
'
あ
る
い
は

｢今
も
昔
も
'
実
に
心
を
発
せ
る
人
は
'
か
や

う
に
古
郷
を
離
れ
､
見
ず
知
ら
ぬ
処
に
て
､
い
き
ぎ
ょ
-
名
利
を
ば
捨
て

(13
)

て
失
す
る
な
り
｣
(『発
心
集
』
巻

一
ノ
三
)
と
い
う
よ
う
な
､
科
激
行
脚

の
先
達
と
し
て
考
え
て
お
り
'
や
は
り
西
行
の
入
寂
地
を
'
｢す
み
し
都

を
は
な
れ
て
'
へ
ん
ど
の
お
ど
ろ
の
下
｣
(四
ノ
四
)
に
設
定
し
た
か

っ
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た
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡
そ
れ
が
延
て
は
'
天
台
摩
詞
止
観
の
学
匠

･
実

践
家
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
増
賀
を
巻
頭
話
に
据
え
､
F撰
集
抄
』

1
篇

を
西
行
に
負
托
し
た
理
由
の
重
要
な
部
分
を
な
す
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も

『撰
集
抄
』
は
序

･
版
を
含
め
て
西
行
に
仮
托

さ
れ
た
説
話
集
で
あ
っ
て
'
序

･
験
を
含
め
て
貫
通
す
る
ひ
と
つ
の
発
想

と
傾
向
は
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
｡

叙
上
の
よ
う
に
､
F撰
集
抄
』
二
ノ
二
'
九
ノ

一
一
を
中
心
と
L
t
そ

れ
に
序

･
政
を
併
せ
て
貫
流
す
る
'
作
者
の
発
想
と
傾
向
性
と
を
論
じ
て

き
た
の
で
あ
る
が
､
二
ノ
二
と
九
ノ

こ

と
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

実
は
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
が
析
出
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
'
江
口
の
遊
女
に
関

す
る
五
ノ

1
1
と
九
ノ
八
と
の
関
係
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
'
二
ノ

二
と
九
ノ

一
一
と
が
と
も
に
創
作
性
の
強
い
説
話
で
あ
り
'

一
類
の
プ

ロ
ッ
-
に
基
づ
い
て
案
出
さ
れ
た
'
い
わ
ば

〟対
〟
の
関
係
に
あ
る
説

話
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
'
対
句
の
よ
う
な
説
話
創
作
の
方
法
も
t

F撰
集
抄
』
の
方
法
と
し
て
無
視
し
え
ぬ
傾
向
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
'
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
に
'
二
ノ
二
'

九
ノ

一
一
に
更
に
四
ノ
六
の
説
話
を
加
え
て
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
｡

三

F撰
集
抄
』
の
西
行
仮
托
説
話
が
登
場
人
物
の
年
齢
を
四
十
-
六
十
歳

に
劃

一
化
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
点
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
｡
そ
し

て
そ
の
中
に
三
例
ほ
ど
例
外
が
あ
っ
た
こ
と
も
既
に
記
し
た
｡
と
こ
ろ
が

こ
の
三
例
の
-
ち
二
例
は
単
純
に
例
外
と
し
て
切
り
捨
て
る
こ
と
の
で
き

な
い
重
要
な
問
題
を
畢
ん
で
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
｡
因
み
に
そ

の
三
例
と
は
'
二
十
歳
未
満
で
出
奔
し
た
真
誉

(
二
ノ
二
)'
同
じ
-
慶

縁

(四
ノ
六
)'
そ
れ
に
十

一
歳
で
執
請
を
草
し
た
と
い
う
実
房

(九
ノ

九
)
で
あ
る
｡
こ
の
中
で
'
と
も
に
二
十
歳
未
満
と
い
う
年
齢
で
共
通
す

る
二
ノ
二
と
四
ノ
六
の
二
話
は
'
前
に
二
ノ
二
と
九
ノ

一
一
と
に
つ
い
て

述
べ
た
の
と
同
じ
-
'
両
者
の
出
自
の
高
貴
さ
へ
将
来
を
嘱
望
さ
れ
る
オ

智
に
恵
ま
れ
て
い
た
点
'
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
ら
を
惜
し
み
な
-
放
榔
し
て

二
十
歳
に
満
た
ぬ
若
さ
で
出
奔
し
た
等
の
'
枝
葉
を
等
し
-
す
る
の
み
な

ら
ず
'
説
話
の
構
成
も
よ
-
似
通
っ
て
い
る
｡

慶
縁
は

F撰
集
抄
』
に
､
｢久
我

の
大
臣
の
御
子
｣
'
｢東
南
院
の
ゆ
い

て
ひ
｣
と
あ
る
｡
｢久
我
の
大
臣
｣
と
は
源
雅
実

(号
久
我
太
政
大
臣
)

か
'
そ
の
孫
雅
通

(号
久
我
内
大
臣
)
の
い
ず
れ
か
を
指
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
が
'
F尊
卑
分
脈
』
に
は
こ
の
両
者
の
子
に
慶
縁
の
名
は
見
え
な

い
｡
雅
実
は
大
治
二
年

(
一
一
二
七
)
二
月
十
五
日
黄
'
六
十
九
歳
'
雅

通
は
承
安
五
年

二

一
七
五
)
二
月
二
十
七
日
夷
へ
五
十
八
歳
で
あ
る
｡

r撰
集
抄
J
に
は
西
行
仮
托
の
主
人
公
と
出
会
っ
た
と
き
'
慶
縁
は
二
十

歳
に
満
た
ぬ
年
頃
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
西
行
仮
托
の
主
人
公
は

長
承
四
年

二

一
三
五
)
に
出
家
し
た
と
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､

仮
に
長
承
四
年
に
慶
縁
が
二
十
歳
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
'
慶
縁
の
生

年
は
永
久
四
年

(
二

一
六
)
と
な
り
'
そ
の
時
雅
実
は
五
十
八
歳
'

一

方
の
雅
通
は
三
歳
と
な
る
｡
長
承
四
年
と
い
う
年
次
は

F撰
集
抄
』
の
中

で
矛
盾
を
来
す
便
宜
的
な
年
次
で
あ
っ
た
の
だ
が
､
そ
の
記
述
を

1
応
信

じ
て
考
え
て
ゆ
-
と
､
西
行
仮
托
の
主
人
公
が
慶
縁
と
出
逢
っ
た
年
次
は

当
然
出
家
後
の
こ
と
と
な
り
'
そ
の
年
次
は
長
承
四
年
よ
り
下
げ
る
こ
と

は
可
能
だ
が
､
上
げ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
'
慶
緑
は
雅
通
の
子
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
｡
そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
'
便
意
が
慶
縁
と
面
識
が
あ

36



っ
た
と
証
言
す
る

『撰
集
抄
』
の
設
定
に
も
合
致
し
そ
う
で
あ
る
｡
も
し

そ
う
だ
と
す
れ
ば
､
慶
縁
は
久
我
通
親
の
多
分
弟
と
い
う
こ
と
に
な
り
､

通
親
の
弟
に

｢雅
縁
｣
と
い
う
'
｢縁
｣
と
い
う
字
の
法
名
を
も

つ
興
福

寺
別
当
､
大
僧
都
も
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
｢三
千
の
ぜ
む
と
に

い
つ
か

れ
給
ふ
べ
き
人
た
ち
｣
の

一
人
と
し
て
､
こ
こ
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
無

理
は
な
い
｡

と
こ
ろ
が

｢東
南
院
｣
と
い
う
の
は
有
慶
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
'

時
代
は
全
-
噛
み
合
わ
な
い
こ
と
に
な
る
｡
有
慶
は

『
尊
卑
分
脈
』
に
延

久
三
年

(
一
〇
七

二

二
月
二
十

一
日
入
寂
と
あ
る
｡
年
齢
は

『
東
大
寺

別
当
次
第
』
に
よ
れ
ば
八
十
六
歳
で
あ
る
｡
『東
大
寺
別
当
次
第
』
に
よ

る
と
'
有
慶
は
貞
嗣
の
子
で
は
な
-
､
祖
父
に
あ
た
る
有
国
の
子
で
あ

っ

た
ら
し
-
､
『
分
脈
』
に
も
そ
の
旨
註
記
が
あ
る
｡
年
齢
は

『東
大
寺
別

当
次
第
』
の
有
慶
の
還
補
の
条
に
治
暦
三
年

二

〇
六
七
)
に
七
十
九
歳

と
あ
る
の
で
'
延
久
三
年
に
は
八
十
三
歳
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
､

い
ず
れ
に
し
て
も
延
久
二
年
に
は
別
当
を
辞
し
て
い
る
の
で
'
延
久
三
年

の
入
寂
は
信
じ
て
よ
い
｡

こ
の
時
雅
実
は
十
三
歳
､
雅
通
は
勿
論
生
れ
て

い
な
い
｡
他
に
東
南
院
に
該
当
す
る
人
物
は
見
当
ら
な
い
し
､
慶
緑
を
雅

実
の
子
と
し
て
考
え
て
も
事
情
は
同
じ
で
'
有
慶
の
寂
し
た
延
久
三
年
に

父
雅
美
は
十
三
歳
で
あ
る
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
有
慶
と
慶
縁
と
を
結
び
つ

け
る
こ
と
は
'
｢慶
｣
と
い
う
字
が
共
通
す
る
点
を
除
け
ば
'
年
代
的
に

無
理
が
生
じ
る
よ
う
で
あ
る
｡

因
み
に

｢東
南
院
｣
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
-
と
'
最
近

『
今
昔
物
語

集
』
に
絡
ん
で
注
目
さ
れ
て
い
る
覚
樹
を
は
じ
め
と
し
て
､
東
南
院
の
院

主
と
な

っ
た
人
は
こ
の
時
代
に
は
多
-
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
中
の
ほ
と
ん

ど
は
東
大
寺
別
当
に
補
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
ら
の
人
々
が

｢東
南
院
｣
と
通
称
さ
れ
た
徴
証
は
な

い
｡
従

っ
て
'
『分
脈
』
に

｢号

東
南
院
｣
と
記
さ
れ
る
有
慶
を
こ
の

｢東
南
院
｣
に
比
定
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
｡

叙
上
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
'
こ
の
四
ノ
六
の
説
話
も
'
慶
緑
が
実

在
の
人
物
で
あ

っ
た
か
否
か
に
関
ら
ず
､
年
代
的
に
錯
誤
が
甚
し
-
､
創

作
部
分
を
多
-
含
ん
だ
説
話
と
見
ざ
る
を
得
な
い
｡
そ
し
て
こ
の
四
ノ
六

に
二
ノ
二
'
九
ノ

一
一
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
よ
り
､
三
話
の
対
照
性
が

よ
り

一
層
明
確
に
な
り
そ
う
で
あ
る
｡
対
照
表
を
次
に
掲
げ
て
み
る

(揺

弧
内
は
推
測
に
よ
る
)0

出 出秦 流 師 父 登 説
奔の ナ十時の 浪 場人 請香

月 午齢 地 物 早

長 十八歳 筑 (天 鳥羽院 真

月 前 ムl二一 誉法十 小 国野 御 率王 ノ

日 の 笠 行

頃 里 郡 玄) 眼

柿蘇 歳 十く 一一し さ 越 (圭 霊 室 慶 四ノ⊥月の ′ヽら lL､ 十 か の川 回舵 縁得莱頃 七 ′ヽ

莱 頃 二 陸 輿 徳 栄英 九
き 十 く 奥 福

比ほ 読あ づ 甲 守別 条師 関 ノ

ひ まり の 信松 夫 当覚 通 日 憎
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こ
の
表
で
見
る
通
り
'
こ
の
三
者
の
父

･
師

･
流
浪
地
に
著
し
い
対
照

性
が
読
み
と
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡
三
者
は
天
皇
家
､
摂
関
家
'
村
上
源
氏

の
出
自
で
あ
る
｡
村
上
源
氏
は
鎌
倉
時
代
の
通
親
の
存
在
'
通
光
以
降
'



歴
代
太
政
大
臣
の
家
柄
で
あ
っ
た
点
を
考
え
る
と
'
少
-
と
も
鎌
倉
時
代

に
お
い
て
は
'
天
皇
家
'
摂
関
家
と
並
ん
で
貴
顕
の
代
表
と
し
て
描
か
れ

る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
こ
の
三
者
の
師
と
し
て
'
青

蓮
院
の
行
玄
大
僧
正

(天
台
座
主
)'
東
南
院
の
有
慶
大
僧
都

(東
大
寺

別
当
)'

一
乗
院
の
覚
信
大
僧
正

(興
福
寺
別
当
)
が
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
に
も
'
何
ら
か
の
意
図
が
介
在
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
更
に
こ
の
三
者

の
流
浪
地
が
筑
前
へ
越
'
陸
奥
国
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
特
に
意

を
引
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
前
引
の
よ
う
に
､
｢今
も
昔
も
'
実
に
心

を
発
せ
る
人
は
'
か
や
う
に
古
郷
を
離
れ
'
見
ず
知
ら
ぬ
処
に
て
､
い
さ

ぎ
ょ
-
名
利
を
ば
捨
て
て
失
す
る
な
り
｣
と
い
う

『発
心
集
』
の
考
え
方
､

あ
る
い
は
､
｢す
み
し
都
を
は
な
れ
て
'
へ
ん
ど
の
お
ど
ろ
の
下
｣
(四
ノ

四
)
で
野
垂
れ
死
に
を
す
る
よ
う
な
人
物
を
偶
像
視
す
る

『撰
集
抄
』
の

考
え
方
か
ら
見
れ
ば
'
｢す
み
し
都
｣
｢古
郷
｣
を
遠
-
離
れ
た
東
'
西
'

北
の
果
て
'
陸
奥
'
筑
前
'
越
国
が

｢見
ず
知
ら
ぬ
処
｣
｢
へ
ん
ど
｣
と

し
て
舞
台
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
い
か
に
も
相
応
し
い
｡
し
か
し
相

応
し
い
と
い
う
こ
と
は
'
こ
の
場
合
'
あ
る
種
の
意
図
が
介
在
し
て
い
る

こ
と
と
同
義
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
｡
や
は
り
'
二
ノ
二
と
四
ノ
六

と
九
ノ

二

の
三
話
に
は
､
相
互
の
連
関
と
と
も
に
､
何
ら
か
の
創
作
性

を
認
め
な
-
て
は
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
更
に
西
行
仮
托
の
主
人
公
の

居
所
と
し
て
設
定
さ
れ
た
讃
州
善
通
寺
を
南
の
辺
土
と
し
て
'
こ
の
三
話

に
加
え
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
｡
善
通
寺
が

〟南
〟
と
し
て
意
識
さ
れ
て

い
る
例
は
'
道
範
の
紀
行
が

『南
海
漂
流
記
』
と
い
う
書
名
を
も
っ
て
い

る
こ
と
で
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

更
に
､
四
ノ
六
の
説
話
は
登
場
人
物
'
筋
の
組
み
立
て
に
お
い
て
二
ノ

二
'
九
ノ

二

に
近
似
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
'
現
象
面
と
し
て
文
中
に
次

の
よ
う
な
注
目
す
べ
き

一
条
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ま
だ
-
れ
竹
の
ふ
た
は
に
て
､
よ

､
を
こ
む
る
ふ
し
の
ひ
あ
さ
き
ほ

ど
の
い
と
け
な
さ
に
'
お
も
ひ
た
ち
て
出
た
ま
ひ
け
ん
心
の
中
'
か

へ
す

ぐ
た
う
と
-
も
侍
り
｡

こ
の

一
条
は
二
ノ
二
の
署
名
の
中
に
見
え
る
'
｢よ
の
中
は
う
き
ふ
し

し
げ
き
-
れ
竹
の
な
ど
色
か
へ
で
み
ど
り
な
る
ら
ん
｣
と
い
う
歌
に
典
拠

を
置
い
て
い
る
.
こ
の
歌
は
t
F和
泉
式
部
日
記
]
の

｢-
れ
竹
の
う
き

ふ
し
し
げ
き
世
の
中
に
あ
ら
じ
と
思
ふ
し
ば
し
ば
か
り
も
｣､
F続
古
今
集
』

の
俊
楯
の
歌

｢呉
竹
の
う
き
節
し
げ
-
な
り
に
け
り
さ
の
み
は
よ
も
と
思

ひ
し
も
の
を
｣
(巻

一
九

二

七
九
九
番
)'
あ
る
い
は

｢世
の
中
は
う
き

ふ
し
し
げ
き
し
の
は
ら
や
旅
に
し
あ
れ
ば
い
も
夢
に
み
ゆ
｣
(
『
俊
成
卿
述

懐
百
首
』
)
な
ど
の
上
旬
に
'
｢色
か
へ
ぬ
青
葉
の
竹
の
う
き
ふ
し
に
身
を

し
る
雨
の
あ
は
れ
世
の
中
｣
(
F定
家
卿
藤
川
百
首
』
)'
｢呉
竹
の
み
ど
り

の
色
は
か
は
ら
ね
ど
時
雨
ふ
り
に
し
鮭
と
も
な
し
｣
(
F
土
御
門
院
御
百

首
』
)
な
ど
の
上
旬
を
接
げ
ば
で
き
あ
が
る
の
で
あ
る
か
ら
'
『撰
集
抄
』

作
者
の
創
作
歌
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
歌
に
い
う

｢
み
ど
り
｣

と
は
t
r般
若
心
経
』
に
言
-
｢空
｣
の
｢色
｣
彩
的
表
現
で
あ
っ
て
'
空
洞

くう

そら

ふどり

を
も
つ
呉
竹
の
緑
'
空

そ
の
も
の
で
あ
る
空

の

碧

か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
点
は
'
例
え
ば

『千
載
集
]
巻

1
九
'
｢摂
政
前
右
大
臣
の
家
に

百
首
歌
詠
ま
せ
侍
り
け
る
時
'
法
文
歌
の
中
に
'
般
若
心
経
の
心
を
詠
め

る

藤
原
隆
信
朝
臣
/
呉
竹
の
空
し
と
説
け
る
言
の
葉
は
三
世
の
仏
の
母

と
こ
そ
聞
け
｣
(
二

三

五
番
)'
｢同
じ
百
首
の
時
'
色
即
是
空
々
即
是

色
の
心
を
詠
め
る

摂
政
家
の
丹
後
/
空
し
き
も
色
な
る
も
の
と
悟
れ
と

や
春
の
御
空
の
緑
な
る
ら
ん
｣
(
二

一二
六
番
)
と
い
-
'
二
首
の
詞
書

と
歌
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

つ
ま
り
真
菅
の
歌
は
'
｢世
の
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中
は
節
の
多
い
呉
竹
の
よ
う
に
憂
き
節
が
多
-
'
呉
竹
が
緑
色
を
変
色
さ

せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
'
こ
の
世
の
中
も
な
ぜ
変
る
こ
と
な
-
虚
し
い

の
で
あ
ろ
う
か
｣
と
で
も
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
四
ノ
六
の

一
条
は
そ
れ

を
承
け
て
'
｢ま
だ
呉
竹
の
双
葉
の
よ
う
に
年
若
-
'
世
の
中
を
憂
L
と

も
虚
し
と
も
実
感
し
な
い
ほ
ど
の
若
年
に
も
拘
ら
ず
｣
と
解
釈
で
き
る
｡

二
ノ
二
の
歌
を
前
提
と
し
て
､
四
ノ
六
の
こ
の
一
条
が
記
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
｡

ま
た
､
四
ノ
六
を
読
み
進
め
て
ゆ
-
と
､
説
話
末
に
近
-
'
次
の
よ
う

な

一
文
が
存
在
す
る
.

い
か
な
れ
ば
'
い
と
け
な
-
し
て
､
ゆ
-
す
ゑ
は
る
ぐ

と
お
い

ヽ
ヽ
ヽ

出
て
'
三
千
の
ぜ
む
と
に
い
つ
か
れ
給
ふ
べ
き
人
た
ち
の
'
み
身
を

な
き
物
に
し
た
ま
ひ
て
'
か
き
け
ち
､
出
い
ま
そ
か
る
に
-
-

こ
こ
に
傍
点
を
附
し
た
よ
-
に
'
唐
突
に

｢
人
た
ち
｣
と
い
う
複
数
形

が
見
え
て
い
る
｡
引
用
文
の
前
に
は
､
作
者
が
単
数
で
あ
る
慶
緑
と
我
身

と
を
比
較
し
て
'自
己
の
未
熟
を
綿
々
と
独
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､

こ
こ
に
突
如
と
し
て
複
数
形
を
使
用
す
る
必
然
性
は
な
い
｡
少
-
と
も

一

話
完
結
型
の
説
話
と
し
て
は
'慶
緑
以
外
の

｢
い
と
け
な
｣
き

｢人
た
ち
｣

が
他
に
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
す
る
こ
と
は
異
和
感
が
伴
う
｡
と
す
れ
ば
､

こ
こ
に
作
者
が
念
頭
に
思
い
描
い
た

｢人
た
ち
｣
と
は
'
西
行
仮
托
説
話

の
中
に
た
っ
た
三
例
の
例
外
と
し
て
登
場
す
る
'
二
ノ
二
の
真
菅
と
四
ノ

六
の
慶
緑
と
九
ノ
九
の
実
房
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
と
こ
ろ
が
実
房
は

左
大
臣
に
栄
進
す
る
よ
う
な
人
物
で
あ
り
､
こ
の
記
述
の
対
象
た
り
え
な

い
｡
ま
た

『撰
集
抄
』
全
体
で
は
'
十
代
で
出
家
し
た
と
描
か
れ
る
人
々

に
'
六
ノ
三
の
林
懐
'
六
ノ
九
の
恵
遠
'
九
ノ
五
の
行
真
等
が
見
え
る
が
'

こ
れ
ら
の
人
々
も
'
｢
み
身
を
な
き
も
の
に
し
た
ま
ひ
て
'
か
き
け
ち
｣

出
奔
す
る
と
い
う
行
動
と
は
無
縁
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
こ
の

｢
人
た
ち
｣

に
該
当
す
る
者
は
'
二
ノ
二
の
真
菅
と
四
ノ
六
の
慶
縁
の
二
名
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
-

(九
ノ

一
一
の
覚
英
を
加
え
れ
ば
三
名
で
あ
る
)｡
そ
れ
ほ

と
り
も
直
さ
ず
､
二
ノ
二
を
前
提
と
し
て
四
ノ
六
が
発
想
き
れ
､
対
句
の

よ
う
に
案
出
さ
れ
'
二
ノ
二
と
四
ノ
六
の
位
置
に
排
列
さ
れ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
｡
二
ノ
二
と
九
ノ

一
一
と
の
関
係
'
二
ノ
二
と
四
ノ
六
と
の
関

係
と
い
い
､
あ
る
い
は
鎖
状
の
説
話
創
作
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ

な
い
｡

四

『撰
集
抄
』
が

『閑
居
友
』
と
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
'
野
村
八

(14
)

良
通
弊
よ
っ
て
説
か
れ
て
久
し
い
.
こ
れ
に
は

一
時
期
疑
義
も
出
さ
れ
て

い
た
が
'
最
近
は
こ
の
両
者
の
関
係
を
積
極
的
に
認
定
す
る
方
向
に
研
究

(16
)

が
進
展
を
み
せ
て
い
る
｡
そ
れ
は
単
に

『撰
集
抄
』
と

『閑
居
友
』
と
の

間
の
語
句
の

一
致
等
と
い
う
次
元
に
と
ど
ま
ら
ず
､
『撰
集
抄
』
と
い
う

作
品
の
も
つ
創
作
性
に
'
『閑
居
友
』
が
深
-
関
与
し
て
い
る
ら
し
い
こ

と
に
意
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
｡
そ
の
他

『
撰
集

抄
』
は
'『詞
華
集
』
『和
漢
朗
詠
集
』
『新
古
今
集
』
な
ど
を
中
心
と
し
て
'

八
代
集
の
ほ
と
ん
ど
と
関
係
を
し
3
',
『源
氏
物
語
』
の
文
章
を
も
採
り

込
ん
で
い
る
｡
具
に
見
る
と
'
『撰
集
抄
』
は
広
大
な
文
学
世
界
の
中
に
'

し
か
も
そ
れ
ら
の
文
学
的
伝
統
を
踏
ま
え
た
形
で
'
あ
の
独
特
の
文
体
が

草
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
｡
今
は

F
撰
集
抄
』
の
章
句
の
出
典
を
穿
撃

す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
の
で
､
委
細
は
省
略
に
従
う
が
'

一
ノ
二
の

説
話
の
よ
う
に
'
『
詞
華
集
』
の
詞
書
と
和
歌
と
を
敷
宿
し
て
成

っ
た
か
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の
よ
う
な
説
話
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
と
思
う
の
で
あ

(18
)

る
｡叙

上
の
よ
う
に
'
『
撰
集
抄
』
と
数
多
の
先
行
文
献
と
の
関
係
が
認
定

さ
れ
､
依
拠
し
た
説
話
あ
る
い
は
和
歌
を
敷
術

･
潤
色
L
t
ま
た
改
編

･

脚
色
す
る
傾
向

(創
作
性
)
が
肯
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は

『
発
心

集
』
の
説
話
を
摂
取
す
る
際
に
も
'
同
様
に
働
い
た
発
想
と
考
え
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
C
例
え
ば
t
F撰
集
抄
』
六
ノ

〓

｢武
蔵
野
郁
芳
門
院
侍

之
事
｣
と

『発
心
集
』
巻
六
ノ

二

一
｢
郁
芳
門
院
の
侍
良
'
武
蔵
の
野
に

住
む
事
｣
と
は
同
根
の
説
話
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
t
r撰
集
抄
』
が
直

接

『発
心
集
』
に
よ
っ
て
説
話
を
構
成
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

い

と

あ

や

し

-

開

き

て
'

驚

か

れ

て

声

を

尋

ね

て

行

き

て

見

れ

ば
'

僅

か

に

1
間

ば

か

り

な

る

庵

あ

り
｡

萩

･
女

郎

花

を

か

こ

ひ

に

し

て
'

薄

･

か

発

A

西

の

方

修

月

の

夜
'

心

集

行

法

師
'

東

行

し

け

る

時
へ

武

蔵

野

を

過

ぐ

る

り

ナ

り
｡

比

は

八

り

な

れ

ば
'

う

な

る

に
'

々

露

を

育

声

々

風

ぐ

ひ

っ

つ
'

心

る

ぼ

る

の

声

聞

ば

ず

は

に
'

経

撰

集

抄

る

か

や

･
荻

な

ど

を

A

さ

取

り

ま

ぜ

つ

つ
'

上

む

さ

し

野

す

ぎ

侍

西

南

北

り

て

人

葺

け

り
｡

其

の

花経ゑ

し

て

ら

ん

お

も

ひ

や

う

や

見

侍

る

を

り

て

う

あ

り
｡

ぢ

ば

か

ら

ん

と

に

な

り

な

ら

べ

て
'

深

山

思

惟

仏

40

た

､つ

と

き

こ

よ

め

り

け

り
｡

草

花

色

ひ

ろ

げ

侍

て
'

むチてな

さどぞる

Lちな風

ち

の

し

野

は

ゆ

秋

の

は

き

い

か

の

す

へ

を

つ

づ

り

読

む
｡

こ
こ
に
も

F撰
集
抄
』
は
'
『新
古
今
集
』
所
載
の
通
光
の
歌
を
引
き
'

あ
た
か
も
西
行
が
武
蔵
野
の
草
花
の
織
り
な
す
綾
錦
に
感
極
ま
っ
て

1
首

の
歌
を
口
遊
ん
だ
か
の
よ
う
に
脚
色
し
､
美
文
調
の
文
章
に
彫
琢
を
凝
ら

し
て
い
る
｡
『撰
集
抄
』
が
登
場
人
物

(特
に
西
行
仮
托
の
主
人
公
と
交

渉
す
る
名
も
な
い
隠
遁
者
)
の
年
齢
を
四
十
-
六
十
歳
に
劃

一
化
す
る
傾

向
に
つ
い
て
は
前
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
｡
｢
入
於
深
山
思
惟
仏
道
｣
と

い
う
章
句
は
七
ノ

1
111に
も
見
え
る
愛
踊
句
で
あ
る
か
ら
へ
『撰
集
抄
』

は

『
発
心
集
』
の
説
話
を
改
作
し
て
こ
の
説
話
を
案
出
し
た
も
の
と
見
え

(19
)

る
｡
他
に

『撰
集
抄
』
と

『発
心
集
』
と
の
文
章
が
近
似
し
て
い
る
部
分



を
抄
出
し
て
お
-
0

発

心

集

我

は

昔

'

都

の

侍

の

長

な

隠

れ

さ

せ

お

せ

し

後
t

や

ま

を

か

へ

て
､ 芳

門

院

り

L

が
､

は

し

ま

が

て

さ

【KH
有ひにり一ヽカて

'

撰

集

芳

門

院

に

侍

L

を

く

れ

し

時
'
･･

ら

も

と

抄のが
､

たゞ

さ

ぶ

ら

女

院

て

ま

つ

手

づ

り

き

り

す

が

に

て
'

野

中

に

と

ま

り

住

み

て
'

お

の

づ

か

ら

多

-

の

年

を

送

り
'
-
-
-

で

に

お

ほ

く

を

送

り

ぬ

れ

き

ゃ

う

の

ち

や
'

と

ら

･

み

も

あ

や

ま

『発
心
集
』
は
こ
の
聖
が
武
蔵
野
に
住
み
つ
い
た
理
由
を
､

の

と

し

ど
､

御

か

ら

に

お

う

か

た

ず
｡

｢此
の
花
の

他
に

『
発
心
集
』
も

『撰
集
抄
』
も
'
と
も
に
武
蔵
野
に
お
け
る
食
事

の
話
が
附
加
さ
れ
て
い
る
｡
『
発
心
集
』
は
'
｢
お
の
づ
か
ら
人
の
あ
は
れ

み
を
待
ち
て
侍
れ
ば
'
四
五
日
む
な
し
き
時
も
あ
り
'
大
方
は
'
此
の
花

の
中
に
て
梱
立
て
ん
事
も
本
意
な
ら
ぬ
や
う
に
覚
え
て
'
常
に
は
'
朝
夕

の
さ
ま
に
は
あ
ら
ず
｣
と
'
西
行
の
問
に
答
え
る
構
成
を
と
っ
て
い
る
が
'

『撰
集
抄
』
は
そ
こ
で
'
｢又
食
物
な
ど
は
､
と
き
ぐ

､
ゆ

ゝ
し
き
て

ん
ど
う
の
'
ゆ
き
の
ご
と
-
に
し
ろ
き
物
を
た
び
ぬ
れ
ば
､
-
わ
ざ
る
さ

き
に
物
の
ほ
し
-
も
を
-
に
な
む
｣
と
'
問
わ
れ
も
し
な
い
こ
と
を
取
っ

て
附
け
た
よ
う
に
告
白
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
｢す
で
に
仙
に
成
に

け
る
に
や
､
こ
と
に
あ
り
が
た
-
ぞ
侍
る
｣
と
い
う
'
『撰
集
抄
』
作
者

の
観
念
主
導
の
改
作
と
み
な
し
う
る
｡
『
発
心
集
』
を
前
提
に
し
な

い
限

り
､
木
に
竹
を
接
い
だ
よ
う
な

『
撰
集
抄
』
の
構
成
に
異
和
感
が
伴
う
の

で
あ
る
｡

そ
し
て
以
上
の
点
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
事
は
'
次
の
引
用
文
に
見

え
る
両
者
の
認
識
の
差
異
で
あ
る
｡

発

心

集

･

此

の

花

の

色

々

を

よ

撰

集

抄

此

野

中

に

す

み

て

す

色
々
を
よ
す
が
に
て
｣
と
記
し
'
続
け
て
'
｢も
と
よ
り
秋
の
草
を
心
に

そ
め
侍
り
し
身
な
れ
ば
'
花
な
き
時
は
'
其
の
跡
を
し
の
び
､
此
の
比
は
'

色
に
心
を
な
ぐ
さ
め
つ
つ
,
鮎

は
し
き
事
侍
ら
ず
｣
と
か
,
｢花
の
中
に

て
梱
立
て
ん
事
も
本
意
な
ら
ぬ
や
う
に
覚
え
て
｣
と
記
し
'
花
を
偏
愛
す

る
隠
遁
者
の
心
中
を
隠
さ
な
い
｡

一
方

『撰
集
抄
』
は

『発
心
集
』
に
依

拠
し
っ
つ
'
｢秋
の
草
を
心
に
そ
め
｣
る
聖
の
姿
を
消
去
し
て
い
る
｡
武

蔵
野
は
単
に

『法
華
経
』
読
請
の
場
と
し
て
の
役
割
し
か
附
与
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
聖
が
称
讃
の
対
象
と
な
る
理
由
は
'
｢
と
-
じ
ゆ

か
ず
つ
み
て
｣
｢御
き
ゃ
う
の
ち
か
ら
｣
に
よ
っ
て
虎
狼
も
危
害
を
加
え

な
い
ば
か
り
か
'
食
事
も
摂
ら
ず
に
す
む

｢仙
｣
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

点
に
あ
る
｡
つ
ま
り

『撰
集
抄
』
は
自
身
美
文
を
綴
り

つ
つ
も
､
｢御
き

ゃ
う
の
ち
か
ら
｣
を
称
揚
す
る
た
め
に
こ
の
説
話
を
税
案
し
た
と
考
え
ら

れ
'
教
条
的
な
姿
勢
が
窺
え
る
｡
そ
こ
に
蓮
胤

(長
明
)
と

『撰
集
抄
』

作
者
と
の
'
説
話
に
向
き
合
う
姿
勢
の
差
異
'
延
て
は
個
性
の
相
違
を
､

あ
る
い
は
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡

更
に

『発
心
集
』
と

『撰
集
抄
』
と
の
関
係
は
'
以
上
の
両
話
に
限
ら

な
い
よ
う
で
あ
る
｡
例
え
ば
前
引
A
の
引
用
文
中
の
破
線
部
は
'
『撰
集

抄
』
中
に
'

1
部
割
愛
さ
れ

l
部
改
変
さ
れ
て
採
り
込
ま
れ
て
い
る
点
は

既
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
'
こ
こ
に
割
愛
さ
れ
た
部
分
が
'
別
の
説
話
中
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に
レ
-
リ
ッ
ク
と
し
て
採
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
『撰
集
抄
』
六

ノ
八

｢信
濃
国
佐
野
渡
僧
入
滅
之
事
｣
に
次
の
よ
う
な

一
条
が
見
え
る
｡

永
暦
の
す
ゑ
'
八
月
の
比
'
し
な
の
,
国
さ
の
ゝ
わ
た
り
を
す
ぎ

侍
L
に
'
花
こ
と
に
お
も
し
ろ
-
'
む
し
の
音
こ
ゑ
ぐ

嶋
わ
た
り

て
'
ゆ
き
す
ぎ
が
た
-
侍
り
て
'
野
べ
に
は
い
-
わ
い
し
侍
る
に
'

た
ま
ほ
こ
の
行
か
ふ
み
ち
の
ほ
か
に
'
す
こ
し
草
か
た
ぶ
-
ば
か
り

に
見
ゆ
る
道
あ
り
｡
い
か
な
る
み
ち
に
か
あ
ら
ん
と
ゆ
か
し
く
お
ば

え
て
､
た
づ
ね
い
た
り
て
見
侍
る
に
'
す

､
き
'
か
る
か
や
t
を
み

な
へ
し
を
手
折
て
'
い
ほ
り
む
す
び
て
ゐ
た
る
僧
あ
り
｡
よ
は
ひ
よ

そ
ぢ
あ
ま
り
い
そ
ぢ
に
も
や
成
ぬ
ら
ん
と
見
え
た
り
｡
ま

へ
に
け
し

(マ
マ
)

か
る
す
ゞ
り
ば
か
り
ぞ
侍

る

け

る
｡

こ
こ
に
破
線
を
附
し
た
部
分
は
t
A
の
引
用
文
に
破
線
を
附
し
た
部
分

と
対
応
し
て
い
る
｡
と
す
れ
ば
'
『撰
集
抄
』
は

｢
発
心
集
』
の

一
話
か

ら
新
た
に
二
話
の
説
話
を
構
成
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
｡
こ
の
六
ノ
八
は
成
立
年
代
の
考
証
に
言
及
さ
れ
る

F土
御

門
院
御
百
首
』
の
六
首
を
採
り
込
ん
だ
説
話
で
あ
り
'
こ
の
引
用
文
に
六

首
の
歌
を
接
木
す
れ
ば
説
話
の
前
半
部
は
ほ
ぼ
出
来
上
る
の
で
あ
る
｡

｢
よ
は
ひ
よ
そ
ぢ
あ
ま
り
い
そ
ぢ
｣
と
い
う
年
齢
は

F撰
集
抄
』
の
西
行

仮
托
説
話
の
創
作
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
｡
従
っ
て
六
ノ
八
と
六
ノ

二

と
は

『
発
心
集
』
の

一
話
か
ら
派
生
し
た
兄
弟
関
係
に
あ
る
説
話
で
あ
っ
て
'

『
発
心
集
』
に
触
発
さ
れ
た
観
念
の
所
産
な
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
こ

に
も
形
は
変
る
と
は
言
え
'
〟対
〟
方
式
の
説
話
創
作
の
経
緯
が
読
み
と

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

叙
上
の
よ
う
に
'
『撰
集
抄
』
と

F発
心
集
j
と
が
多
少
の
異
質
性
を

も
ち
な
が
ら
も
直
接
的
に
繁

っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
'

『撰
集
抄
』
中
の
西
行

(仮
托
の
主
人
公
)
の
出
家
講
'
あ
る
い
は
そ
の

妻
子
に
関
す
る
逸
話
は
'
す
べ
て

『発
心
集
』
の
西
行
説
話
が
核
に
な
っ

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
.よ
,つ
で
あ
る
｡
F
撰
集
抄
』
中
に
西
行
仮
托
の
主

人
公
が
､
自
身
の
出
家
､
あ
る
い
は
妻
子
に
つ
い
て
具
体
的
に
語
る
場
面

は
次
の
三
ヶ
所
で
あ
る
｡

o
長
承
の
す
ゑ
の
と
し
よ
り
む
じ
ゃ
う
心
に
し
み
て
'
き
み
の
ち
う
き

ん
よ
し
な
-
て
'
さ
い
L
を
ふ
り
す
て

ゝ
出
侍
り
し
か
ば
我
身
は
る

ら
う
の
世
を
す
て
人
と
な
る
｡
ち
ぎ
り
を
む
す
び
し
お
ん
な
は
か
ぎ

り
お
ろ
し
て
､
か
や
う
の
か
う
や
別
所
と
か
や
に
す
み
侍
り
｡
む
す

め
は
ゆ
か
り
に
つ
ゐ
て
都
に
と
ヾ
ま
り
き
と
う
け
給
り
き
｡
さ
い
し

三
所
に
わ
か
れ
て
､
む
つ
ご
と
の
ぶ
る
わ
ざ
も
侍
ら
ず
｡
(六
ノ
三
)

○
長
承
の
す

へ
の
と
し
'
出
家
の
､
ぞ
み
と
げ
て
､
た
う
と
き
所
-

を
も
順
札
し
､
お
も
し
ろ
き
所
を
も
見
ま
ゆ
か
し
-
お
ぼ
え
て
'
青

野
山
に
さ
か
の
ぼ
り
て
'
み
と
せ
を
を
-
り
侍
り
き
｡
(七
ノ

1
0
)

○
(
西
行
の
妻
)
や

ゝ
ほ
ど
へ
て
な
み
だ
を
お
き
へ
て
云
や
う
'
｢-
-

過
ぬ
る
や
よ
ひ
の
比
'
か
し
ら
を
お
ろ
し
て
か
-
ま
か
り
な
れ
り
｡

1
人
の
む
す
め
を
ば
t
は

､
か
た
の
を
ば
な
る
人
の
も
と
に
あ
づ
け

を
き
て
'高
野
の
お
-
あ
ま
の
の
べ
つ
し
ょ
に
す
み
侍
る
也
｡
-
-
｣

(九
ノ

一
〇
)

こ
れ
で
見
る
と
､
西
行
は

｢長
承
の
す
ゑ

(
へ
)
の
と
し
｣
に

｢さ
い

L
を
ふ
り
す
て
こ

出
家
'
妻
も
そ
の
後

｢
や
よ
ひ
の
比
'
か
し
ら
を
お

ろ
し
て
｣
｢高
野
の
お
-
あ
ま
の
の
べ
つ
し
よ
｣
に
住
み
､
娘
は

｢
は

,

か
た
の
を
ば
な
る
人
の
も
と
に
あ
づ
け
を
｣
か
れ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ

れ
'
各
説
話
間
に
矛
盾
は
見
え
な
い
｡
｢撰
集
抄
｣
の
作
者
が
西
行
に
関

し
て
以
上
の
こ
と
を
知
り
う
る
文
献
は
'
現
存
の
も
の
で
は

『発
心
集
』
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(20
)

と

『
西
行
物
語
』
の
み
で
あ
ろ
う
｡
け
れ
ど
も

『
西
行
物
語
』
は
周
知
の

よ
う
に
大
治
二
年
出
家
説
を
採
っ
て
お
り
､
前
引
の
武
蔵
野
の
聖
に
関
す

る
説
話
も

『発
心
集
』
と
直
接
関
係
し
て
い
て
'
『撰
集
抄
』
と
交
渉

(21
)

し
た
と
は
考
､え
ら
れ
な
い
の
で
'
こ
の
一
連
の
述
懐
は

『発
心
集
』
に
拠

っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
場
合
'
引
用
文
の
傍
線
部
は
､
二

ノ
四
に

｢
ひ
ろ
-
国
々
に
へ
め
ぐ
り
て
'
や
む
事
な
き
て
ら
ぐ

'
お
も

し
ろ
き
と
こ
ろ
ぐ

は
い
-
わ
い
し
侍
り
L
が
｣
と
､
同
様
の
文
が
見
え

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
文
章
の
遠
近
は
間
わ
な
-
て
も
よ
い
と
思
わ
れ

る
｡
『発
心
集
』
に
は
西
行
の
出
家
の
年
次
は
記
き
れ
ず
､
西
行
の
出
家

後
'

一
人
娘
は

｢弟
の
ぬ
し
の
子
｣
と
な
り
'
後
に

｢九
条
の
民
部
卿
の

御
女
に
､
冷
泉
殿
と
聞
こ
え
け
る
｣
｢母
に
ゆ
か
り
｣
あ
る
人
の
子
と
な

っ
た
こ
と
'
更
に

｢高
野
の
ふ
も
と
に
天
野
と
い
う
所
に
さ
い
だ
ち
て
母

が
尼
に
な
り
て
居
た
る
所
に
行
き
て
､
同
じ
心
に
｣
勤
め
た
こ
と
を
記
し

て
い
る

(以
上
､
六
ノ
五

｢西
行
が
女
子
'
出
家
の
事
｣
)｡
『撰
集
抄
』
が

娘
の
出
家
に
つ
い
て
黙
し
て
語
ら
ぬ
こ
と
は
､
い
さ
さ
か
不
審
で
あ
る
が
､

｢さ
い
し
三
所
に
わ
か
れ
て
'
む
つ
ご
と
の
ぶ
る
わ
ざ
も
侍
ら
ず
｣
と
い

う
設
定
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
.
い
ず
れ
に
し
て
も

『撰
集
抄
j

と

『発
心
集
』
と
の
間
に
は
根
本
的
な
矛
盾
は
見
ら
れ
な
い
｡
F発
心
集
｣

に
見
え
ぬ

｢長
承
の
す
ゑ
｣
と
い
う
年
次
は
､.
『撰
集
抄
』
の
創
作
説
話

の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
｡
｢は
,

か
た
の

を
ば
な
る
人
｣
と
い
う
表
現
も
'
西
行
の
娘
か
ら
み
て

｢
は

,
か
た
の
を

ば
｣
に
あ
た
る
人
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
'
そ
れ
が
西
行
の
妻
の
ロ
で
語

ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
も

『発
心
集
』
の
､
｢九
条
の
民
部
卿
の
御
女
に
'

冷
泉
殿
と
聞
こ
え
け
る
人
は
､
母
に
ゆ
か
り
あ
り
て
｣
と
い
う

一
文
を
不

注
意
に
採
り
込
ん
だ
結
果
と
み
れ
ば
納
得
が
ゆ
-

(｢
は

,
か
た
の
を
ば
｣

と
い
う
表
現
は
六
ノ
二
に
も
見
え
る
)0

以
上
､
F
発
心
集
j
の
説
話
を
基
に
し
た

『撰
集
抄
』
の
西
行
仮
托
説

話
創
作
の
方
法
を
論
じ
て
き
た
の
で
あ
る
が
'
『発
心
集
』
と
の
関
係
上
､

三
点
ほ
ど
留
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
っ
た
よ
-
に
思
う
｡

ま
ず
そ
の
一
は
'
｢撰
集
抄
』
作
者
の
教
条
主
義
的
傾
向
で
あ
る
｡
｢撰

集
抄
』
の
作
者
は
眼
に
し
た
説
話
の
中
か
ら
自
他
に
対
す
る
教
訓
を
汲
み

と
る
と
い
う
点
に
飽
き
足
ら
ず
､
む
し
ろ

｢摩
詞
止
観
』
や
経
文
な
ど
を

優
先
さ
せ
､
そ
れ
ら
の
ド
グ
マ
に
見
合
う
形
で
説
話
を
碗
案
'
改
作
し
て

い
る
ら
し
い
｡
『撰
集
抄
』
中
に
頻
出
す
る
'
｢
た
-
み
の
こ
と
を
い
や
し

げ
に
ひ
き
な
し
侍
る
也
｣
(
一
ノ
三
)'
｢
た
-
み
の
こ
と
ば
を
い
や
し
き

さ
ま
に
ひ
き
な
ら
し
ぬ
る
は
ゞ
か
り
｣
(
一
ノ
八
)'
｢
ふ
る
き
た
-
み
の

こ
と
葉
を
'
い
や
し
げ
に
ひ
き
な
す
わ
ざ
の
は
バ
か
り
｣
(九
ノ
二
)
な

ど
の
文
言
は
､
単
に
自
早
の
こ
と
ば
と
し
て
の
み
受
け
と
れ
ぬ
も
の
が
あ

る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

そ
の
二
と
し
て
'
『撰
集
抄
』
は

一
つ
の
パ
タ
ー

ン
を
も
と
に
､
同
趣

旨
の
説
話
を
二
乃
至
三
話
案
出
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
ら

は
集
中
に
連
続
し
て
出
現
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
'

1
見
そ
れ
と
気
附
か

な
い
の
で
あ
る
が
'
五
ノ

一
一
と
九
ノ
八
､
二
ノ
二
と
四
ノ
六
と
九
ノ

一

二

六
ノ
八
と
六
ノ

1
1
な
ど
を
分
析
す
れ
ば
､

1
話
が
他
話
と
の
関
連

に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
点
が
理
解
で
き
る
か
と
思
う
｡
つ
ま
り

F撰
集
抄
』
に
は
'
発
想
を
等
し
-
す
る
説
話
が
､
舞
台
装
置
を
異
に
し

て
'
集
中
に
按
排
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
集
全
体
に
直

ち
に
通
用
で
き
る
か
否
か
今
少
し
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
対
句

の
よ
う
に
発
想
さ
れ
た
説
話
の
連
鎖
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
【撰
集
抄
』

創
作
の
か
ら
-
り
が
'
延
て
は
そ
の
諸
相
が
､
或
い
は
明
確
に
な
る
か
も
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知
れ
な
い
｡

更
に
そ
の
三
と
し
て
t
F撰
集
抄
』
は
単
に
説
話
を
集
成
し
た
説
話
集

で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
'
序

･
政
を
含
め
て
'
そ
の
語
り
手
に
西
行
を
挙

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
多
-
の
破
綻
に
も
拘
ら
ず
'
と
も
か
-

〟集
〟

と
し
て
の
統

1
性
を
保
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
r西
行
物
語
』
を
ひ
と

つ
の
西
行
伝
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
後
世
の
人
々
が

〟
誤
読
〟
し
た
よ
う
に
'

や
は
り
も
う

一
つ
の
西
行
伝
と
し
て
発
想
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
｡

〟
西
行
伝
″
と
い
う
呼
称
が
不
穏
当
な
ら
ば
'
木
下
資

一
氏
の
提
起
さ
れ

3砺
E

た
よ
う
に
'
｢物
語
的
創
作
契
機
に
基
づ
-
説
話
集
｣
と
言
い
換
え
て
も

よ
い
｡
『撰
集
抄
』
が
小
説
的
興
味
を
ひ
-
要
因
は
'
西
行
仮
托
の
構
想

と
そ
の
創
作
性
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
｡

〔附
記
〕

こ
の
諭
は
説
話
文
学
談
話
会
の
例
会
で
口
頭
発
表
し
た
草
稿
に
手
を
加

え
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
折
'
会
月
諸
氏
よ
り
貴
重
な
御
教
示
を
得
た
｡

記
し
て
深
謝
の
意
に
替
え
る
｡

(-
)
r撰
集
抄
J
の
説
話
番
号

･
説
話
題
は
､
西
尾
光

1
氏

F撰
集
抄
』

(岩
波
文
庫
'
昭
45

･
1
刊
)
に
よ
り
'
引
用
は
安
田
孝
子
氏
他

『撰

集
抄

･
校
本
篇
』
(昭
54
･
12
刊
)
所
収
の
鈴
鹿
本
を
復
元
し
て
用

い
た
｡
な
お
引
用
文
は
'
岩
波
文
庫
本
を
参
照
し
､
私
意
に
よ
っ
て

句
読
点

･
濁
点
を
附
し
'
鈴
鹿
本
の
補
人
文
字
は
そ
の
ま
ま
本
文
に

採
り
込
ん
で
あ
る
｡

(
2
)
歌
番
号
は
正
続

『国
歌
大
観
』
に
よ
る
｡
以
下
同
じ
｡

(
3
)
西
尾
光

一
氏
'
註

(-
)
の
解
説
｡

(4
)
小
島
孝
之
氏
｢
『撰
集
抄
』
の
方
法
覚
え
書
｣
(『実
践
国
文
学
』
第

(
5
)

(
7
)

(
8
)

(9
)

(
10
)

5
蘭
四

12
号
'
昭
52

･
10
)｡
木
下
資

一
氏
｢
『撰
集
抄
』
形
成
論
の
た
め
の

1
考
察
-

説
話
を
素
材
と
し
た
物
語
的
説
話
-

｣
(F国
語
と
国

文
学
』
第
55
巻
第
12
号
､
昭
53

･
12
)0

(
6
)
西
尾
光

一
氏
'
註

(
1
)
の
解
説
｡

篠
原
昭
二
氏
の
御
示
教
に
よ
っ
た
｡

小
島
孝
之
氏
｢r撰
集
抄
』
形
成
私
論

(二
)
-

巻
八
を
中
心
と

し
て
-

｣
(
F実
践
紀
要
j
第
20
集
'
昭
5

･
3
).

岩
波
文
庫
本
に
校
訂
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
治
暦
四
年
を
と
っ
た
｡

沼
波
政
保
氏
｢｢配
所
の
月
｣
私
見
-

F撰
集
抄
]
巻
四
第
五
話
を

中
心
に
ー

｣
(F
同
朋
学
園
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
創
刊
号
'
昭

54

･
3
)｡
こ
の
元
和
十
五
年
説
に
関
し
て
補
記
し
て
お
-
と
'
延

慶
本

r平
家
物
語
j
二
本

･
二
八

｢師
長
尾
張
国
被
流
給
事
｣
の
章

段
中
に
'
｢彼
の
唐
の
太
子
賓
客
白
楽
天
元
和
十
五
年
の
秋
九
江
郡

の
司
馬
に
左
遷
せ
ら
れ
ti
郭
断
の
江
の
ロ
り
に
馳
併
し
給
け
る
古
き

ょ
し
み
を
思
達
て
･･･-
｣
と
あ
り
t
F銅

半
速
至

第
四

｢尋
樽
陽

江
連
事
｣
(
｢
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
五

･
近

古

篇

(昭
35

･
4
改
訂
版

刊
)
所
収
)
に
'
｢其
レ唐
大
原
白
居
易
元
和
十
五
年
ノ秋
子
R.
碍
陽

ノ
江
′
頭
リ
llシ
テ
聞
咋
弾
tJ7
<'
琵
琶
丁
為
F
･h長
句
′
歌
丁
其
名
句

ニ
テ
候
ゾ

ヤ
｣
と
あ
る
｡
F撰
集
抄
｣
を
含
め
た
三
者
の
相
互
関
係
は
'
今
詳

か
と
し
な
い
が
､
元
和
十
五
年
白
楽
天
左
遷
説
が
'
特
に

r撰
集
抄
』

作
者
の
控
造
で
は
な
-
'
史
実
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
徴

証
を
垣
間
見
さ
せ
て
い
る
｡

三
木
紀
人
氏
は
､
｢仏
教
説
話
集
｣
(F仏
教
文
学
の
古
典
㈹
』
所
収
'

昭
55
･
3
刊
)､
｢撰
集
抄
｣
の
項
で
t
r撰
集
抄
』
と

F閑
居
友
｣

の
政
文
は

｢構
文
上
酷
似
す
る
｣
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
｡

44



(
12
)
一
ノ
五
､
三
ノ

二

三
ノ
五
､
三
ノ
九
､
四
ノ
三
'
五
ノ

一
三
'
六

ノ
四
㌧
六
ノ
八
'
六
ノ

1
1
.
七
ノ

一
〇
'
九
ノ
八
'
九
ノ

二

｡

(
13
)
『
発
心
集
』
の
引
用

･
説
話
番
号
は
'
新
潮
日
本
古
典
集
成
本

(昭

51

･
10
刊
)
に
よ
る
｡

(
14
)
野
村
八
良
氏

『鎌
倉
時
代
文
学
新
論
』
(大
11

･
12
刊
)
2-5
頁
'
｢近

古
時
代
説
話
文
学
論
』
(昭
10

･
9
刊
)
1-3
頁
｡

(
15
)
小
林
忠
雄
氏

｢撰
集
抄
に
関
す
る

一
考
察
-

歌
物
語
の
検
討
と
著

作
年
代
の
考
雷
を
中
心
に
1

｣
(
『国
学
院
雑
誌
』
第
46
巻
9
号
'

昭
15

･
9
)0

(
16
)
平
井
卓
郎
氏
｢
撰
集
抄
試
論
｣
(『国
語
と
国
文
学
』
第
18
巻
第
10
号
､

昭

16
･10
)｡
永
井
義
憲
氏

｢閑
居
友
の
作
者
成
立
及
び
素
材
に
つ

い
て
｣
(F
日
本
仏
教
文
学
研
究
』
第
1
集
所
収
､
昭

41
･10刊
､
初

出
は
昭
30

･
1
)｡
美
濃
部
重
克
氏

『閑
居
友
』
(中
世
の
文
学
'
昭

49

･
12
刊
)
解
説
｡
小
島
孝
之
氏

｢
『撰
集
抄
』
形
成
私
論
｣
(『国

語
と
国
文
学
』
第
54
巻
第
5
号
､
昭
52

･
5
)｡
他
｡

(
17
)
今
野
達
氏
｢撰
集
抄
の
成
立
に
つ
い
て
-

そ
の
年
次
と
性
格
-

｣

(
『国
語
国
文
』
昭
31

･
12
)｡
小
島
孝
之
氏
､
註

(
8
)
論
文
｡

(18
)
木
下
資

一
氏
､
註

(4
)
に
同
じ
｡
氏
は
そ
の
後
証
で
'
こ
の
両
者

の
関
係
に
注
目
さ
れ
て
い
る
｡

(
19
)
拙
稿

｢西
行
物
語
の
形
成
｣
(『文
学
』
第
46
巻
第
10
号
'昭
53

･
10
)

に
､
こ
の
よ
う
な
説
話
受
容
の
あ
り
方
を
'
『西
行
物
語
』
と

F発

心
集
』
に
別
し
て
略
述
し
た
｡

(
20
)
私
は

『撰
集
抄
』
は

『続
古
今
集
』
と
関
係
を
も
つ
と
見
る
の
で
'

そ
の
成
立
は

『
西
行
物
語
』
の
成
立
以
後
と
考
え
て
い
る
｡
F
西
行

物
語
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
註

(
19
)
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(
21
)
拙
稿
､
註

(
19
)
に
同
じ
｡

(
2
)
木
下
資

1
氏
'
註

(4
)
に
同
じ
｡

(三
重
県
立
桑
名
高
校
教
諭
)
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