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一
　
は
じ
め
に

　

藤
原
俊
成
の
家
集
『
保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
』
は
、
松
野
陽
一
が
天
理
図
書
館
蔵

本
を
翻
刻
・
紹
介
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
全
三
五
首
の
自
撰
小
家
集
で

あ
る
）
1
（

。『
保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
』
は
正
式
な
名
称
で
は
な
く
、
写
本
に
外
題
・
内

題
が
な
い
た
め
、
巻
頭
歌
詞
書
の
冒
頭
「
保
延
の
こ
ろ
を
ひ
」
に
拠
り
松
野
が

命
名
し
た
。
奥
書
に
は
「
亡
祖
禅
門
て
つ
か
ら
え
り
と
て
／
自
筆
歌
を
所
書
写

也
／
山
辺
隠
侶
融
覚
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
て
づ
か
ら
え
り
」
は
「
手
自
ら

撰
り
」
と
解
さ
れ
）
2
（

、
俊
成
自
撰
自
筆
本
を
孫
の
為
家
が
書
写
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
後
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
か
ら
天
理
本
の
祖
本
で
あ
る
為
家
筆
本
が

発
見
さ
れ
）
3
（

、
原
典
に
極
め
て
近
い
写
本
が
存
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

成
立
は
、
藤
原
実
定
の
官
位
表
記
「
右
大
臣
」
か
ら
、
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）

十
月
二
十
九
日
〜
同
五
年
（
一
一
八
九
）
七
月
十
日
の
間
と
さ
れ
る
。

　

松
野
は
本
集
を
「
千
載
集
の
増
補
過
程
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
た
資
料
」
と

す
る
。
近
年
、
小
山
順
子
に
よ
る
松
野
説
批
判
）
4
（

も
現
れ
て
い
る
が
、
本
集
を
中

心
に
据
え
た
専
論
は
管
見
に
入
ら
ず
、
概
ね
松
野
説
が
通
説
と
な
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
松
野
説
に
は
い
く
つ
か
の
点
か
ら
疑
問
が
あ
る
た
め
、
そ
の
構
成
・

詞
書
・
収
載
歌
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
本
集
の
特
質
を
捉
え
直
し
た
い
。

二
　
家
集
の
構
成

　

ま
ず
は
構
成
と
配
列
か
ら
み
て
い
く
。
本
集
に
は
部
立
は
表
示
さ
れ
な
い
が
、

以
下
に
収
載
歌
を
部
立
に
整
理
し
て
み
る
。

・
春　

七
首
（
若
菜
１
・
霞
１
・
梅
１
・
帰
雁
１
・
桜
３
）

・
夏　

三
首
（
橘
１
・
郭
公
２
）

・
秋　

八
首
（
月
３
・
荻
１
・
鹿
１
・
虫
１
・
紅
葉
２
）

・
冬　

四
首
（
落
葉
１
・
千
鳥
１
・
雪
２
）

・
賀　

二
首

・
恋　

五
首

『
保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
』
再
考

穴
　
井
　
　
　
潤
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・
雑　

六
首
（
神
祇
３
・
釈
教
２
・
述
懐
１
）

　

春
・
秋
が
夏
・
冬
の
倍
以
上
取
ら
れ
て
お
り
、
つ
い
で
恋
が
多
く
、
春
・
秋
・

恋
以
外
は
ほ
ぼ
均
等
で
あ
る
。
四
季
↓
賀
↓
恋
↓
雑
の
順
に
配
列
さ
れ
、
三
五

首
と
い
う
小
歌
数
な
が
ら
本
集
は
部
類
歌
集
の
体
裁
で
整
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
述
懐
的
な
歌
が
多
く
収
載
さ
れ
、
巻
軸
の
述
懐
歌
は
そ
の
締
め
く
く

り
と
し
て
配
さ
れ
る
。

撰
集
つ
か
う
ま
つ
り
は
じ
め
侍
り
け
る
こ
ろ
、
ふ
る
き
歌
ど
も

の
あ
は
れ
な
る
な
ど
を
み
侍
り
て
、
よ
み
侍
り
け
る

35　

  

ゆ
く
す
ゑ
は
わ
れ
を
も
し
の
ぶ
人
や
あ
ら
む
昔
を
お
も
ふ
こ
こ
ろ
な

ら
ひ
に
）
5
（

右
は
歌
人
と
し
て
の
自
身
を
後
人
が
ど
の
よ
う
に
思
う
か
と
、
未
来
に
思
い
を

馳
せ
る
歌
で
あ
る
。
当
該
歌
は
『
俊
成
家
集
』
に
見
え
ず
、
先
行
す
る
歌
集
で

は
『
長
秋
詠
藻
』
の
み
に
採
ら
れ
て
い
る
た
め
、『
長
秋
詠
藻
』
か
ら
の
採
録

と
推
測
し
て
お
く
。

　
『
長
秋
詠
藻
』
に
お
い
て
当
該
歌
は
、
家
集
末
尾
の
述
懐
歌
群
の
冒
頭
に
配

列
さ
れ
る
。
松
野
は
俊
成
が
生
涯
の
詠
藻
を
編
む
に
あ
た
り
、
巻
末
に
自
己
の

感
懐
を
表
出
し
た
歌
群
を
配
し
て
い
る
点
に
注
目
し
、
こ
の
歌
群
は
「
重
病
、

出
家
、
健
康
回
復
、
歌
壇
活
動
の
再
開
」
の
直
後
に
『
長
秋
詠
藻
』
が
編
ま
れ

た
た
め
、「
特
別
の
意
識
に
よ
っ
て
」
巻
末
に
配
さ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。
本

集
に
お
い
て
も
、
当
該
歌
を
巻
末
に
配
し
て
い
る
の
は
同
質
の
趣
向
に
よ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
個
々
の
歌
の
述
懐
性
に
関
し
て
は
後
述
す
る
が
、
当
該
歌

を
家
集
巻
末
に
据
え
る
こ
と
で
、
本
集
を
自
身
の
述
懐
を
表
出
す
る
家
集
と
し

て
構
築
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
本
集
と
『
俊
成
家
集
』
の
関
係
を
見
て
い
く
。

　

右
は
『
俊
成
家
集
』
前
半
部
の
構
成
を
ま
と
め
た
図
で
あ
る
）
6
（

。
春
か
ら
神
祇

ま
で
は
、
歌
順
も
含
め
て
ほ
と
ん
ど
Ａ
の
部
類
歌
群
（
以
下
、
Ａ
歌
群
）
の
部

立
と
一
致
し
て
お
り
、
松
野
は
「
俊
成
家
集
か
ら
の
抄
出
家
集
と
推
定
さ
れ
る
」

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
集
に
あ
る
釈
教
歌
群
は
『
俊
成
家
集
』
に
認
め
ら
れ

な
い
が
、
Ａ
歌
群
に
は
一
部
脱
落
が
み
ら
れ
る
た
め
、
そ
こ
に
本
集
に
収
め
ら

れ
た
歌
を
含
む
釈
教
歌
群
が
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
定
し
て
お
り
、

こ
の
点
に
異
論
は
無
い
。
し
か
し
、
脱
落
し
た
と
思
し
き
釈
教
歌
群
を
除
い
て

も
、『
俊
成
家
集
』
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
歌
が
本
集
に
は
採
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

小
山
は
35
番
歌
に
関
し
、
釈
教
歌
群
と
共
に
『
俊
成
家
集
』
か
ら
脱
落
し
た

と
推
定
し
て
い
る
。
一
つ
の
家
集
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
配
列
が
、
他
の
家
集

　
　
　
　
　
　
　
春
　
　
　
　
　
１
〜
57

　
　
　
　
　
　
　
夏
　
　
　
　
　
58
〜
91

　
　
　
　
　
　
　
秋
　
　
　
　
　
92
〜
136

　
　
　
　
Ａ
　
　
冬
　
　
　
　
　
137
〜
171

　
　
　
　
　
　
　
賀
　
　
　
　
　
172
〜
212

　
　
　
　
　
　
　
恋
　
　
　
　
　
213
〜
317

上
帖
　
　
　
　
　
雑
（
釈
教
？
）
318
〜
387
（
？
〜
？
）

　
　
　
　
Ｂ
　
長
歌

　
　
　
　
Ｃ
　
文
治
年
間
歌
群
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に
お
い
て
異
な
る
配
列
に
な
っ
て
い
る
例
は
珍
し
く
な
く
、
小
山
も
自
身
の
論

文
注
17
に
お
い
て
、「『
長
秋
詠
藻
』
下
・
雑
歌
最
末
尾
に
は
、
476
（
保
35
）
の

後
に
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
の
大
病
か
ら
快
復
に
際
し
て
の
贈
答
歌
が
置

か
れ
て
お
り
、（
477
〜
480
）、
俊
成
の
家
集
編
纂
目
的
が
生
涯
の
詠
歌
集
成
で

あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
但
し
、
477
番
歌
は
、『
俊
成
家
集
』
で
は
秋
部
136

に
配
列
さ
れ
て
い
る
」
と
、
家
集
間
で
異
な
る
配
列
が
施
さ
れ
る
点
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
た
め
、『
俊
成
家
集
』
に
当
該
歌
が
採
ら
れ
て
い
た
か
、
ま
た
、

本
集
と
同
様
の
箇
所
に
配
列
さ
れ
て
い
た
か
は
判
断
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
家

集
巻
末
に
自
己
の
感
懐
を
表
出
し
た
歌
群
を
配
す
る
傾
向
が
『
長
秋
詠
藻
』
や

本
集
の
配
列
か
ら
看
取
さ
れ
る
た
め
、
Ａ
歌
群
末
尾
に
も
当
該
歌
が
配
さ
れ
て

い
た
可
能
性
は
存
す
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
集
は
部
類
歌
集
的
な
構
成
で
ま
と
め
ら
れ
、
意
図
的
な
配

列
が
な
さ
れ
た
家
集
と
い
え
る
。
ま
た
、
松
野
・
小
山
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

そ
の
撰
歌
資
料
は
『
俊
成
家
集
』
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
本
集
は
『
俊
成
家
集
』
を
そ
の
ま
ま
抄
出
し
た
だ
け
の
も
の
で
は

な
く
、
俊
成
自
撰
の
他
作
品
と
は
位
相
の
異
な
る
家
集
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

こ
と
を
以
下
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

三
　
敬
語
の
相
違

　

本
節
で
は
詞
書
に
お
け
る
敬
語
の
問
題
を
他
出
作
品
と
の
相
違
か
ら
考
察
す

る
。

　

俊
成
自
撰
の
『
長
秋
詠
藻
』『
俊
成
家
集
』、
俊
成
単
独
撰
の
『
千
載
集
』
の

三
集
を
比
較
対
象
と
す
る
。
ゴ
シ
ッ
ク
体
が
本
集
詞
書
、
明
朝
体
が
他
集
で
あ

る
。
他
集
の
略
称
は
、『
長
秋
詠
藻
』
↓
（
長
）、『
俊
成
家
集
』
↓
（
俊
）、『
千

載
集
』
↓
（
千
）。
聞
き
手
・
読
み
手
に
対
す
る
敬
語
（
以
下
、
対
者
敬
語
）

に
は
実
線
を
付
す
）
7
（

。

１　

保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
身
を
う
ら
む
る
百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
時
、
わ
か

な
の
う
た

（
堀
河
院
御
時
の
百
首
題
を
、
述
懐
に
よ
せ
て
読
み
け
る
歌
保
延
六
、

七
年
の
こ
ろ
の
事
に
や
）
わ
か
な
（
長
）

（
お
も
ひ
を
の
ぶ
る
百
首
の
歌
よ
み
け
る
と
き
、）
わ
か
な
（
俊
）

２　

右
大
臣
大
納
言
に
侍
り
け
る
と
き
、
十
首
歌
人
に
よ
ま
せ
侍
り
け
る

う
ち
　
遠
村
霞

左
大
将
実
定
卿

　
　
　

の
も
と
に
十
首
の
う
た
よ
ま
む
と
て
お
く
ら
れ
た
り
し

題
の
う
ち
、
遠
村
霞
と
い
ふ
心
を
（
長
）

左
大
将
実
定

　
　

の
も
と
に
十
首
歌
よ
ま
せ
侍
り
け
る
と
き
、
よ
み
て
つ

か
は
し
け
る
う
ち
、
と
を
き
む
ら
の
か
す
み
（
俊
）

７　

よ
し
だ
に
ま
う
で
て
ま
か
り
か
へ
り
け
る
に
法
成
寺
の
花
見
に
ま
ゐ

り
て
、
金
堂
の
ま
へ
の
花
　
ち
る
し
た
に
て
よ
み
侍
り
け
る
在
俗
時

　
　
　

三
月
つ
い
た
ち
こ
ろ
よ
し
田
に
ま
う
で
て
か
へ
る
に
、
法
成
寺
の
花

お
も
し
ろ
か
り
し
か
ば
、
ま
ゐ
り
て
金
堂
の
前
の
は
な
ち
る
し
た
に

た
た
ず
み
て
よ
み
け
る
（
長
）

三
月
つ
い
た
ち
こ
ろ
、
よ
し
だ
に
ま
う
で
て
か
へ
る
に
、
法
成
寺
の



1061（284）

は
な
お
も
し
ろ
か
り
け
る
に
ま
ゐ
り
て
、
金
堂
の
お
ま
へ
の
花
の
ち

る
し
た
に
た
た
ず
み
て
お
ぼ
え
け
る
（
俊
）

花
の
さ
か
り
に
法
成
寺
に
ま
ゐ
り
て
、
金
堂
の
ま
へ
の
花
の
ち
り
け

る
を
み
て
よ
め
る
（
千
）

10　

右
大
臣
の
大
納
言
の
と
き
、
よ
ま
せ
侍
け
る
、
郭
公

左
大
将
の
も
と
に
会
す
と
て
歌
く
は
ふ
べ
き
よ
し
あ
り
し
か
ば
よ
み

て
お
く
り
し
三
首
が
う
ち
の
、
ほ
と
と
ぎ
す
（
長
）

左
大
将
の
も
と
に
郭
公
の
歌
よ
み
け
る
と
き
、
つ
か
は
し
け
る
（
俊
）

11　

崇
徳
院
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
月
歌

（
久
安
之
比
、
崇
徳
院
に
百
首
歌
め
し
し
時
、
た
て
ま
つ
り
し
う
た
）

秋
歌
廿
首
（
長
）

崇
徳
院
百
首
の
時
、
秋
歌
（
俊
）

百
首
歌
め
し
け
る
時
、
月
の
う
た
と
て
よ
ま
せ
給
う
け
る
（
千
）

17　

摂
政
右
大
臣
の
と
き
、
よ
み
侍
り
け
る
百
首
歌
の
う
ち
の
、
も
み
ぢ

（
右
大
臣
家
百
首
治
承
二
年
五
月
晦
日
比
給
題
七
月
追
詠
進
）
紅
葉

（
長
）

（
右
大
臣
家
百
首
治
承
二
年
五
月
晦
日
比
給
題
七
月
追
詠
進
）
紅
葉

五
首
が
う
ち
（
俊
）

19　

崇
徳
院
に
た
て
ま
つ
り
け
る
百
首
歌
の
う
ち
、
落
葉

（
久
安
之
比
、
崇
徳
院
に
百
首
歌
め
し
し
時
、
た
て
ま
つ
り
し
う
た
）

秋
歌
廿
首
（
長
）

崇
徳
院
百
首
、
落
葉
（
俊
）

崇
徳
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
と
き
、
落
葉
の
う
た
と
て
よ
め

る
（
千
）

20　

右
大
臣
の
よ
み
侍
り
け
る
十
首
歌
の
う
ち
、
暁
天
千
鳥

左
大
将
の
十
首
の
題
の
中
の
、
暁
天
千
鳥
（
長
）

暁
天
千
鳥
と
い
ふ
事
を
（
俊
）

千
鳥
を
よ
め
る
（
千
）

21　

し
は
す
の
十
余
日
、
ゆ
き
の
い
と
た
か
く
ふ
り
た
る
あ
し
た
に
、
右

大
臣
の
大
納
言
に
侍
り
し
と
き
、
つ
か
は
し
け
る

し
は
す
の
十
余
日
、
ゆ
き
の
い
と
い
た
う
ふ
り
た
る
あ
し
た
に
、
左

大
将
実
の
新
大
納
言
と
き
こ
え
し
時
、
お
く
り
し
（
長
）

し
は
す
の
十
日
あ
ま
り
、
雪
の
い
と
た
か
う
ふ
り
た
る
あ
し
た
に
、

左
大
将
実
定

　
　

の
も
と
に
を
く
り
け
る
（
俊
）

23　

鳥
羽
院
に
て
八
条
院
内
親
王
と
申
し
け
る
時
、
み
や
の
御
か
た
に
て

竹
遐
年
友
と
い
へ
る
心
を
講
ぜ
ら
れ
け
る
に
、
よ
み
侍
り
け
る

鳥
羽
院
た
な
か
ど
の
に
お
は
し
ま
し
し
こ
ろ
、
八
条
院
姫
君
と
申
し

し
時
、
か
の
御
方
に
て
、
竹
遐
年
友
と
い
ふ
題
を
講
ぜ
ら
れ
し
時
よ

め
る
（
長
）

（
み
こ
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
鳥
羽
殿
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
る
こ

ろ
、
八
条
院
内
親
王
と
申
し
け
る
時
、
か
の
御
か
た
に
て
竹
遐
年
友

と
い
へ
る
こ
こ
ろ
を
講
ぜ
ら
れ
け
る
に
、
よ
ま
せ
給
う
け
る
（
千
・

崇
徳
院
詠
の
詞
書
））

24　

い
は
ひ
の
う
た
よ
み
侍
り
け
る
時
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（
右
大
臣
家
百
首
治
承
二
年
五
月
晦
日
比
給
題
七
月
追
詠
進
）
祝

（
長
）

右
大
臣
家
の
百
首
の
う
ち
の
、
い
は
ひ
の
う
た
五
首
（
俊
）

摂
政
右
大
臣
に
侍
り
け
る
時
、
百
首
歌
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
、
祝
歌

五
首
が
う
ち
に
、
よ
み
侍
り
け
る
（
千
）

30　

崇
徳
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
の
、
神
祇
歌

（
久
安
之
比
、
崇
徳
院
に
百
首
歌
め
し
し
時
、
た
て
ま
つ
り
し
う
た
）

神
祇
二
首
（
長
）

崇
徳
院
百
首
の
う
ち
、
神
祇
歌
二
首
（
俊
）

34　

涅
槃
経
の
心
を
よ
み
侍
け
る

35　

撰
集
つ
か
う
ま
つ
り
は
じ
め
侍
り
け
る
こ
ろ
、
ふ
る
き
人
の
歌
ど
も

の
あ
は
れ
な
る
な
ど
を
見
侍
り
て
、
よ
み
侍
り
け
る

撰
集
の
や
う
な
る
事
し
け
る
と
き
、
ふ
る
き
人
の
歌
ど
も
の
あ
は
れ

な
る
な
ど
を
み
て
よ
め
る
（
長
）

　

右
よ
り
わ
か
る
よ
う
に
、
本
集
の
詞
書
に
は
他
集
に
比
し
て
対
者
敬
語
が
圧

倒
的
に
多
い
。

　

中
で
も
、
７
番
歌
詞
書
は
『
長
秋
詠
藻
』『
俊
成
家
集
』
に
は
無
い
対
者
敬

語
が
加
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
千
載
集
』
で
は
再
び
対
者
敬
語

が
無
く
な
っ
て
い
る
。
本
集
が
『
千
載
集
』
の
増
補
資
料
と
し
て
編
ま
れ
た
の

で
あ
れ
ば
、
抄
出
の
段
階
で
改
変
し
て
敬
語
を
加
え
た
詞
書
か
ら
再
び
敬
語
を

外
す
必
要
は
な
い
。
21
番
歌
詞
書
に
お
い
て
も
、『
長
秋
詠
藻
』『
俊
成
家
集
』

に
無
い
対
者
敬
語
が
、
本
集
に
は
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
異
同
は
、
本
集
が
目
上
の
人
に
見
せ
る
意
識
の
下
、
独
立
し
た

一
つ
の
作
品
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
た
め
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

四
　
詞
書
の
相
違

　

本
集
と
他
集
で
は
敬
語
の
有
無
に
加
え
、
内
容
に
も
相
違
が
見
ら
れ
る
。

４　

か
へ
る
か
り

頼
輔
卿
家
歌
合
に
、
帰
雁
を
よ
め
る
（
月
詣
集
）

刑
部
卿
頼
輔
朝
臣
、
歌
合
す
と
て
う
た
く
は
ふ
べ
き
よ
し
い
ひ
し
か

ば
、
よ
み
て
送
り
し
五
首
の
中
に
、
帰
雁
（
長
）

刑
部
卿
よ
り
す
け
卿
、
五
首
の
歌
合
こ
ひ
け
る
に
よ
み
て
つ
か
は
し

け
る
う
ち
の
、
か
へ
る
か
り
（
俊
）

　

右
で
は
、『
月
詣
集
』『
長
秋
詠
藻
』『
俊
成
家
集
』
で
は
刑
部
卿
頼
輔
家
歌

合
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
集
で
は
そ
の
情

報
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
３
番
歌
詞
書
「
梅
の
歌
と
て
よ
み
侍
り
け

る
」
を
受
け
、「
か
へ
る
か
り
（
と
て
よ
み
侍
り
け
る
）」
と
し
て
い
る
の
だ
と

思
わ
れ
る
が
、
頼
輔
の
情
報
を
消
す
と
い
う
俊
成
の
操
作
の
様
相
が
窺
わ
れ
る
。

　

こ
の
改
変
に
つ
い
て
は
、
頼
輔
が
源
義
経
に
近
い
立
場
に
い
た
こ
と
が
原
因

と
推
測
す
る
。
夙
に
角
田
文
衛
が
指
摘
し
た
よ
う
に
）
8
（

、
息
頼
経
は
義
経
の
腹
心

と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
義
経
が
京
か
ら
退
去
し
た
直
後
に
、
頼
朝
か
ら
の
強
い

申
し
入
れ
に
よ
っ
て
配
流
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
井
上
宗
雄
は
、
元
暦
元
年
（
一

一
八
四
）
に
起
こ
っ
た
宇
佐
神
宮
焼
打
ち
の
際
に
持
ち
出
さ
れ
た
黄
金
が
、
頼
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輔
宅
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
9
（

。
こ
の
焼
打
ち
に
は
頼
経
が
関

係
し
て
お
り
、
そ
の
黄
金
が
自
宅
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
頼
輔
も
こ
の
一
件

に
関
わ
っ
て
い
た
証
拠
と
な
ろ
う
。
文
治
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
本
集
で
頼
輔
の

情
報
が
削
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、
鎌
倉
武
士
な
い
し
そ
の
関
係
者
に
対
し
て
の

配
慮
と
考
え
ら
れ
、
当
時
の
政
治
状
況
を
反
映
し
た
処
置
と
い
え
る
。

13　

山
家
に
て
月
の
歌
よ
み
け
る
時

山
里
に
住
み
侍
り
け
る
こ
ろ
、
月
を
み
て
（
歌
仙
落
書
）

月
の
五
首
歌
よ
み
し
時
、
山
居
月
（
長
）

家
に
て
月
の
五
首
よ
み
け
る
時
、
山
居
月
（
俊
）

山
家
月
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
を
よ
み
侍
り
け
る
（
千
）

　

右
は
歌
集
ご
と
に
詠
作
事
情
の
説
明
が
異
な
る
。「
山
居
月
」
と
「
山
家
月
」

で
題
が
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
が
、
詠
作
の
場
が
決

定
的
に
異
な
る
点
で
は
、『
長
秋
詠
藻
』『
俊
成
家
集
』『
千
載
集
』
と
本
集
の

間
で
異
同
が
生
じ
て
い
る
。

　

松
野
は
こ
の
異
同
に
つ
い
て
「
本
書
（
稿
者
注
…
『
保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
』）

詞
書
と
長
秋
詠
藻
を
比
較
す
る
時
、
本
書
の
方
は
一
見
詠
作
事
情
を
知
ら
ぬ
第

三
者
の
手
に
な
っ
た
感
が
あ
る
が
、
千
載
集
の
詞
書
を
加
え
る
と
決
し
て
不
自

然
な
表
記
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
」
と
し
、「
俊
成
家
月
五
首
会
」
の
考
察
に

お
い
て
「『
歌
仙
落
書
』・『
保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
』
の
表
記
は
、
一
首
を
独
立
さ

せ
る
際
の
歌
意
か
ら
の
虚
構
、『
千
載
』
の
は
更
に
そ
れ
を
題
に
ま
で
転
成
し

た
も
の
」
と
の
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
松
野
説
は
本
集
を
『
俊
成

家
集
』
か
ら
『
千
載
集
』
へ
の
増
補
資
料
と
し
て
の
抄
出
と
捉
え
て
お
り
、
右

の
仮
説
も
『
俊
成
家
集
』
↓
『
保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
』
↓
『
千
載
集
』
と
い
う
流

れ
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
直
ち
に
は
従
え
な
い
。『
長
秋
詠
藻
』『
俊
成
家

集
』『
千
載
集
』
と
は
異
な
る
状
況
設
定
に
よ
り
当
該
歌
を
読
ま
せ
る
こ
と
を

意
図
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

35　

撰
集
つ
か
う
ま
つ
り
は
じ
め
侍
り
け
る
こ
ろ
、
ふ
る
き
人
の
歌
ど
も

の
あ
は
れ
な
る
な
ど
を
見
侍
り
て
、
よ
み
侍
り
け
る

撰
集
の
や
う
な
る
事
し
け
る
と
き
、
ふ
る
き
人
の
歌
ど
も
の
あ
は
れ

な
る
な
ど
を
み
て
よ
め
る
（
長
）

千
載
集
え
ら
び
侍
り
け
る
時
、
ふ
る
き
人
人
の
歌
を
み
て
（
新
古
今

集
）

　

右
で
は
、『
長
秋
詠
藻
』
で
は
「
撰
集
の
や
う
な
る
事
」
と
記
す
の
に
対
し
、

本
集
は
「
撰
集
つ
か
う
ま
つ
り
は
じ
め
侍
り
け
る
」
と
な
っ
て
お
り
、
撰
集
め

い
た
こ
と
を
行
っ
た
と
い
う
内
容
に
対
し
て
、
命
に
よ
り
撰
集
を
行
っ
て
い
る

と
の
内
容
へ
と
改
変
し
て
い
る
。
本
集
で
い
う
「
撰
集
」
と
は
言
う
ま
で
も
な

く
『
千
載
集
』
編
纂
の
こ
と
で
、「
つ
か
う
ま
つ
り
」
の
敬
意
の
対
象
は
後
白

河
院
と
見
て
よ
い
。『
新
古
今
集
』
に
当
該
歌
が
入
集
し
た
際
の
詞
書
で
は
、

は
っ
き
り
と
「
千
載
集
え
ら
び
侍
り
け
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め

で
あ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、『
長
秋
詠
藻
』
の
「
撰
集
の
や
う
な
る
事
」
か
ら
の
改
変
は
、

本
集
で
は
、『
三
五
代
集
』
と
目
さ
れ
る
私
撰
集
を
編
纂
し
て
い
た
こ
ろ
の
感

懐
で
は
な
く
、『
千
載
集
』
編
纂
時
の
感
懐
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
読
ま
れ
る
こ

と
を
企
図
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
）
10
（

。
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そ
の
他
に
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
本
集
で
は
実
名
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
が

無
く
、「
摂
政
」「
右
大
臣
」
の
よ
う
に
官
位
に
よ
っ
て
人
物
を
示
し
て
い
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
実
定
に
関
し
て
は
贈
答
歌
の
作
者
名
も
「
右
大
臣
」
の
み

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
編
纂
時
に
読
む
の
で
あ
れ
ば
、
官
位
の
み
掲
げ
れ
ば

人
物
を
特
定
す
る
の
に
は
十
分
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と

は
本
集
が
編
纂
さ
れ
た
当
時
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
詞
書
が
記
さ
れ
た

こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

以
上
、
本
集
詞
書
は
他
集
と
は
異
な
る
方
針
で
情
報
の
取
捨
選
択
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
詞
書
の
情
報
選
択
に
は
当
代
性
が
顕
著
に
表
れ
て

お
り
、
本
集
は
独
自
の
文
脈
の
中
で
読
ま
れ
る
こ
と
を
企
図
し
て
記
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
改
変
が
単
な
る
増
補
資
料
に
な
さ
れ
る
と
は
考
え
が
た

く
、
従
来
の
認
識
は
再
考
を
要
す
る
。

五
　
収
載
歌
の
特
徴

　

前
節
ま
で
の
考
察
で
本
集
が
独
立
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、

続
い
て
は
収
載
歌
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
傾
向
を
有
す
る
家

集
で
あ
る
か
を
考
察
し
て
い
く
。

　

本
集
収
載
歌
の
特
徴
と
し
て
は
、
述
懐
的
な
歌
が
多
く
採
ら
れ
て
い
る
点
が

挙
げ
ら
れ
る
。

保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
身
を
う
ら
む
る
百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
時
、

わ
か
な
の
う
た

１　

さ
は
に
お
ふ
る
わ
か
な
な
ら
ね
ど
い
た
づ
ら
に
と
し
を
つ
む
に
も
そ

で
は
ぬ
れ
け
り

遁
世
の
の
ち
の
百
首
歌
の
な
か
に
、
花
歌
と
て
よ
め
る

５　

雲
の
う
へ
の
は
る
こ
そ
さ
ら
に
わ
す
ら
れ
ね
は
な
は
か
ず
に
も
お
も

ひ
い
で
じ
を

よ
し
だ
に
ま
う
で
て
ま
か
り
か
へ
り
け
る
に
、
法
成
寺
の
花
見

に
ま
ゐ
り
て
、
金
堂
の
ま
へ
の
花
ち
る
し
た
に
て
よ
み
侍
り
け

る
在
俗
時

　
　
　

７　

ふ
り
に
け
り
む
か
し
を
し
ら
ば
さ
く
ら
花
ち
り
の
す
ゑ
を
も
あ
は
れ

と
は
見
よ

花
た
ち
ば
な
の
う
た
と
て
よ
め
る

８　

た
れ
か
ま
た
は
な
た
ち
ば
な
に
お
も
ひ
い
で
ん
わ
れ
も
む
か
し
の
人

と
な
り
な
ば

山
家
に
て
月
の
歌
よ
み
け
る
時

13　

す
み
わ
び
て
身
を
か
く
す
べ
き
山
ざ
と
に
あ
ま
り
く
ま
な
き
夜
半
の

月
か
な身

を
う
ら
む
る
百
首
歌
の
う
ち
の
、
を
ぎ
の
歌

14　

わ
が
そ
で
は
を
ぎ
の
う
は
ば
の
な
に
な
れ
や
そ
よ
め
く
か
ら
に
つ
ゆ

こ
ぼ
る
ら
ん

こ
れ
も
お
な
じ
む
か
し
の
歌
の
う
ち
の
、
し
か

15　

世
の
中
よ
み
ち
こ
そ
な
け
れ
お
も
ひ
い
る
山
の
お
く
に
も
し
か
ぞ
な

く
な
る
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む
し

16　

さ
り
と
も
と
お
も
ふ
こ
こ
ろ
も
む
し
の
ね
も
よ
わ
り
は
て
ぬ
る
あ
き

の
く
れ
か
な

右
大
臣
の
よ
み
侍
り
け
る
十
首
歌
の
う
ち
、
暁
天
千
鳥

20　

す
ま
の
せ
き
あ
り
あ
け
の
そ
ら
に
な
く
千
鳥
か
た
ぶ
く
月
は
な
れ
も

か
な
し
や

恋
歌
と
て
よ
め
る

25　

よ
と
と
も
に
た
え
ず
も
お
つ
る
な
み
だ
か
な
人
は
あ
は
れ
も
か
け
ぬ

た
も
と
に

す
み
よ
し
の
歌
合
の
と
き
、
述
懐
歌

31　

い
た
づ
ら
に
ふ
り
ぬ
る
身
を
も
す
み
よ
し
の
ま
つ
は
さ
り
と
も
あ
は

れ
し
る
ら
ん

右
大
臣
家
の
と
き
の
百
首
の
と
き
、
述
懐
の
う
ち

32　
　

か
す
が
野
の
お
ど
ろ
の
み
ち
の
む
も
れ
み
づ
す
ゑ
だ
に
神
の
し
る

し
あ
ら
は
せ

撰
集
つ
か
う
ま
つ
り
は
じ
め
侍
け
る
こ
ろ
、
ふ
る
き
人
の
歌
ど

も
の
あ
は
れ
な
る
な
ど
を
見
侍
り
て
、
よ
み
侍
け
る

35　

ゆ
く
す
ゑ
は
わ
れ
を
も
し
の
ぶ
人
や
あ
ら
む
昔
を
お
も
ふ
こ
こ
ろ
な

ら
ひ
に

　

１
番
歌
は
『
述
懐
百
首
』
の
歌
で
あ
り
、「
無
駄
に
年
を
積
み
重
ね
る
に
も

涙
で
袖
が
濡
れ
る
」
と
詠
ん
で
い
る
。

　

５
番
歌
で
は
、「
雲
の
う
へ
」
は
宮
中
の
、「
は
な
」
は
貴
族
の
譬
喩
で
あ
り
、

「
宮
中
の
春
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
い
る
人
に
と
っ
て
私
は
も
の

の
数
に
も
思
い
出
さ
れ
な
い
」
と
卑
下
し
て
い
る
。
７
番
歌
は
『
千
載
集
』
雑

上
部
に
入
集
し
て
い
る
が
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
８
番
歌
と
共
に
後
述
す
る
。

　

13
番
歌
で
は
、「
世
の
中
に
す
み
わ
び
て
身
を
隠
そ
う
と
す
る
山
里
に
、
あ

ま
り
に
眩
い
月
が
照
っ
て
い
て
身
を
隠
す
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
隠
遁
者
を
装

い
つ
つ
、
行
き
場
の
な
い
身
の
上
を
嘆
い
て
い
る
。

　

14
〜
16
番
歌
は
再
び
『
述
懐
百
首
』
の
歌
が
並
ぶ
。
14
番
歌
は
袖
を
荻
の
上

葉
に
見
立
て
、「
露
が
こ
ぼ
れ
る
」
と
涙
を
流
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
。
15
番

歌
は
『
百
人
一
首
』
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
著
名
だ
が
、「
世
の
中
に
進

む
べ
き
道
が
な
い
と
思
っ
て
入
っ
た
山
の
奥
で
も
鹿
が
悲
し
げ
に
鳴
い
て
い

る
」
と
、
13
番
歌
同
様
行
き
場
の
な
い
身
の
上
を
嘆
く
歌
と
な
っ
て
い
る
。
16

番
歌
は
「
自
分
の
心
も
虫
の
音
も
弱
り
果
て
て
し
ま
っ
た
秋
の
暮
れ
だ
」
と
自

分
の
心
が
弱
り
切
っ
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。

　

20
番
歌
で
は
、
鳴
い
て
い
る
千
鳥
に
「
な
れ
も
か
な
し
や
」
と
呼
び
か
け
て

お
り
、
自
分
も
ま
た
悲
し
い
と
詠
ん
で
い
る
。

　

25
番
歌
は
つ
れ
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
涙
を
流
し
て
い
る
と
詠
ん
で
い

る
の
だ
が
、「
よ
と
と
も
に
」
に
は
「
夜
」
と
「
世
」
が
掛
か
っ
て
い
る
の
で
、

世
の
中
の
流
れ
に
対
し
て
も
涙
が
流
れ
る
こ
と
も
含
ん
で
い
る
。

　

31
番
歌
は
「
無
駄
に
年
を
重
ね
て
い
く
身
の
こ
と
も
住
吉
の
松
は
あ
わ
れ
と

知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
い
た
ず
ら
に
年
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
再
び
詠

ん
で
い
る
。

　

32
番
歌
は
自
身
の
こ
と
を
「
う
も
れ
み
づ
」
と
卑
下
し
て
お
り
、
35
番
歌
は
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「
私
を
も
偲
ぶ
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
未
来
を
懸
念
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
歌
に
つ
い
て
も
後
述
す
る
。

　

以
上
、
述
懐
性
の
高
い
歌
に
つ
い
て
粗
々
見
た
が
、
全
体
の
半
数
近
く
を
占

め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
歌
を
散
り
ば
め
て
い
る
の
は
、
本
集
に

強
い
述
懐
性
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
俊
成
の
意
図
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
巻
頭
・

巻
軸
歌
い
ず
れ
に
も
述
懐
的
な
歌
を
配
す
る
点
も
、
述
懐
の
色
合
い
が
強
い
集

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

ま
た
、
詞
書
は
「
保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
」（
１
）、「
遁
世
の
の
ち
」（
５
）、「
在

俗
時
」（
７
）
11
（

）、「
こ
れ
も
お
な
じ
む
か
し
の
歌
」（
15
）、「
撰
集
つ
か
う
ま
つ
り

は
じ
め
侍
り
け
る
こ
ろ
」（
35
）
と
、
人
生
の
あ
る
時
点
を
出
家
後
の
視
点
か

ら
振
り
返
る
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
集
は
回
想
性
が
極
め
て
強
く
、
三

五
首
の
内
に
実
定
・
兼
実
・
崇
徳
院
・
二
条
院
・
八
条
院
・
後
白
河
院
と
い
っ

た
、
俊
成
の
個
人
史
に
関
わ
る
人
物
名
が
現
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る

と
、
さ
ら
に
そ
の
傾
向
は
強
ま
る
だ
ろ
う
。

六
　
述
懐
・
懐
旧
の
意
識

　

本
集
に
は
述
懐
性
の
高
い
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
節
で
確
認
し
た

が
、
中
に
は
よ
り
具
体
的
に
、
俊
成
の
個
人
的
な
事
情
に
関
わ
る
歌
が
あ
る
。

　

ま
ず
は
７
番
歌
を
見
て
い
く
。
詞
書
の
「
よ
し
だ
」
は
、
平
安
京
に
お
け
る

藤
氏
の
氏
の
社
と
さ
れ
て
い
た
吉
田
神
社
の
こ
と
を
指
す
。「
法
成
寺
」
の
「
金

堂
」
は
俊
成
の
祖
道
長
が
御
堂
関
白
と
称
さ
れ
る
由
来
と
な
っ
た
「
御
堂
」
の

こ
と
で
あ
る
。
俊
成
も
道
長
の
末
裔
に
あ
た
る
の
で
、
金
堂
に
お
い
て
「
む
か

し
」
と
詠
む
時
、
そ
れ
は
道
長
の
時
代
を
意
識
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

　

当
該
歌
の
「
む
か
し
」
と
は
、
法
成
寺
が
建
立
さ
れ
た
北
家
絶
頂
期
を
意
味

し
、「
ふ
り
に
け
り
」
と
は
そ
の
時
代
か
ら
時
を
経
て
し
ま
っ
た
と
い
う
詠
歎

を
意
味
す
る
。
そ
し
て
「
ち
り
の
す
ゑ
」
は
、
道
長
の
末
裔
で
あ
り
な
が
ら
、

官
途
の
思
わ
し
く
な
い
自
身
の
譬
喩
で
あ
る
。
７
番
歌
は
栄
華
を
極
め
た
一
族

の
「
す
ゑ
」
で
あ
る
自
身
の
不
遇
を
嘆
く
歌
と
な
っ
て
い
る
。

　

８
番
歌
は
『
古
今
集
』『
伊
勢
物
語
』
に
よ
っ
て
著
名
な
「
五
月
ま
つ
花
た

ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
む
か
し
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
、

「
誰
か
橘
の
香
に
よ
せ
て
思
い
出
す
だ
ろ
う
か
。
私
も
昔
の
人
に
な
っ
た
な
ら

ば
」
と
後
世
の
自
分
を
考
え
る
歌
で
あ
る
。

　

７
番
歌
と
当
該
歌
を
並
べ
て
い
る
の
は
意
図
的
な
配
列
と
考
え
ら
れ
る
。
７

番
歌
で
は
「
過
去
の
栄
華
を
今
の
自
分
が
思
い
出
す
」
立
場
で
あ
っ
た
詠
作
主

体
が
、
当
該
歌
で
は
、「
自
分
が
過
去
の
人
と
な
っ
た
時
に
思
い
出
す
人
は
い

る
だ
ろ
う
か
」
と
懸
念
す
る
歌
に
な
っ
て
い
る
。
小
家
集
に
お
い
て
二
首
を
並

べ
て
読
む
時
、「
自
分
の
先
祖
の
こ
と
を
思
い
出
す
」
と
過
去
に
思
い
を
馳
せ

る
姿
と
、「
自
分
を
思
い
出
す
人
は
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
未
来
に
思
い
を
馳
せ

る
歌
が
対
に
な
っ
て
い
る
と
解
せ
る
。

　

32
番
歌
の
「
か
す
が
野
」
は
藤
氏
の
氏
の
社
で
あ
る
春
日
社
の
こ
と
で
、「
お

ど
ろ
の
み
ち
」
は
公
卿
を
意
味
す
る
「
棘
路
」
の
和
語
で
あ
る
。
そ
の
道
の
「
う

も
れ
み
づ
」
と
は
非
参
議
正
三
位
だ
っ
た
自
身
の
寓
意
で
、
埋
も
れ
水
の
「
す

ゑ
」
は
、
子
孫
の
こ
と
を
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
当
該
歌
は
、
自
分
は
非
参
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議
に
終
わ
り
官
途
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
が
、「
す
ゑ
」
で
あ
る
子
孫
に
は
霊
験

を
顕
し
高
位
へ
と
導
い
て
欲
し
い
と
願
っ
た
歌
な
の
で
あ
る
）
12
（

。

　

定
家
は
俊
成
の
意
を
尊
重
し
て
か
、
当
該
歌
を
『
新
古
今
集
』
に
入
集
さ
せ

て
い
る
。
そ
し
て
、
定
家
が
参
議
に
な
っ
た
こ
と
で
「
神
の
し
る
し
」
が
顕
れ

た
と
認
識
さ
れ
、
当
該
歌
を
踏
ま
え
た
歌
が
子
孫
に
詠
み
継
が
れ
て
い
く
。
以

下
に
当
該
歌
の
影
響
を
受
け
て
詠
ま
れ
た
歌
を
掲
げ
る
。

祖
父
中
納
言
の
春
日
行
幸
の
賞
を
つ
の
り
て
、
正
三
位
し
た
る
あ
し

た
に
、
右
兵
衛
督

神
も
又
君
が
た
め
と
や
春
日
山
ふ
か
き
み
ゆ
き
の
あ
と
の
こ
し
け
ん

 

（
拾
遺
愚
草
・
下
・
2524
／
新
後
撰
集
・
神
祇
・
727
・
雅
経
）

返
し

う
づ
も
れ
し
お
ど
ろ
の
み
ち
を
尋
ね
て
ぞ
ふ
る
き
み
ゆ
き
の
跡
も
と
ひ
け

る 

（
同
・
2525
／
同
・
728
・
定
家
）

　

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
、
む
か
し
述
懐
歌
に
、
春
日
野
の
お
ど
ろ
の
み

ち
の
む
も
れ
水
す
ゑ
だ
に
神
の
し
る
し
あ
ら
は
せ
、
と
よ
み
て
侍
り
け

る
を
、
前
中
納
言
定
家
は
か
ら
ざ
る
に
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
侍
り
し
あ
し

た
、
か
の
歌
を
思
ひ
い
で
て
よ
ろ
こ
び
申
し
つ
か
は
す
と
て

い
に
し
へ
の
お
ど
ろ
の
み
ち
の
こ
と
の
は
を
け
ふ
こ
そ
神
の
し
る
し
と
は

見
れ 

（
続
後
撰
集
・
神
祇
・
549
・
頼
実
）

神
祇
を

春
日
野
の
む
か
し
の
跡
の
む
も
れ
水
い
か
で
か
神
の
思
ひ
出
で
け
ん

 

（
続
後
拾
遺
集
・
神
祇
・
1323
・
為
家
／
為
家
集
・
雑
・
1637
・
為
家
）

む
か
し
よ
り
い
の
り
お
き
け
る
か
す
が
の
の
お
ど
ろ
の
み
ち
の
す
ゑ
も
た

が
ふ
な 

（
為
家
五
社
百
首
・
春
日
・
613
）

春
日
社
に
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
百
首
歌
中
に

い
の
る
ぞ
よ
お
ど
ろ
の
道
の
春
雨
に
ふ
り
に
し
代
代
の
お
な
じ
め
ぐ
み
を

 

（
新
千
載
集
・
雑
上
・
1679
・
為
道
）

十
一
月
、
前
藤
大
納
言
、
可
奉
納
春
日
社
壇
歌
、
野
鹿

い
の
り
お
く
末
ぞ
か
し
こ
き
か
す
が
の
の
お
ど
ろ
が
み
ち
の
さ
を
し
か
の

こ
ゑ 

（
為
理
集
・
秋
・
773
）

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
、
春
日
野
の
お
ど
ろ
の
み
ち
の
む
も
れ
水
、
と

よ
み
侍
り
け
る
事
を
お
も
ひ
て
よ
め
る

す
ゑ
だ
に
と
い
ひ
し
契
を
春
日
野
の
お
ど
ろ
か
し
て
や
神
に
い
の
ら
ん

 

（
新
続
古
今
集
・
神
祇
・
2106
・
為
遠
）

頼
実
詠
と
『
続
後
拾
遺
集
』
の
為
家
詠
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
山
崎
桂
子
・
佐

藤
恒
雄
に
よ
っ
て
当
該
歌
と
の
関
係
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
13
（

。

　
『
続
後
撰
集
』
神
祇
部
に
入
集
し
て
い
る
雅
経
と
定
家
の
贈
答
で
は
、「
祖
父

中
納
言
の
春
日
行
幸
の
賞
を
つ
の
り
て
、
正
三
位
し
た
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、

「
埋
も
れ
た
『
お
ど
ろ
の
み
ち
』
を
尋
ね
て
『
ふ
る
き
み
ゆ
き
の
跡
』
も
訪
う
」

と
、
祖
父
の
功
と
父
の
祈
り
に
よ
っ
て
公
卿
へ
近
づ
い
た
こ
と
を
詠
む
。

　

こ
の
定
家
詠
を
み
る
時
、
当
該
歌
の
「
か
す
が
の
の
お
ど
ろ
の
み
ち
」
は
参

議
ま
で
昇
進
し
た
祖
父
俊
忠
ま
で
の
流
れ
で
あ
り
、
そ
れ
を
霊
験
に
よ
っ
て
呼

び
戻
そ
う
と
し
た
の
が
俊
成
歌
だ
と
理
解
し
て
い
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
為
家
以
降
に
お
い
て
も
同
様
で
、
二
条
家
系
の
歌
人
に
よ
っ
て
詠
ま
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れ
た
歌
が
当
該
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
為
道
・
為
理
は

春
日
社
に
奉
る
歌
の
中
で
詠
ん
で
お
り
、
為
遠
は
当
該
歌
の
こ
と
を
思
い
出
し

て
詠
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
子
孫
達
は
当
該
歌
に
お
け
る
俊
成
の
祈
り
が

春
日
社
に
通
じ
た
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
35
番
歌
を
み
る
。
こ
の
歌
も
、「
将
来
私
の
こ
と
を
偲
ぶ
人
が
い
る

だ
ろ
う
か
。
私
が
昔
の
人
を
思
う
よ
う
に
」
と
、
後
世
に
思
い
を
馳
せ
る
歌
と

な
っ
て
い
る
。
三
五
首
と
い
う
極
め
て
小
規
模
な
家
集
に
お
い
て
、
内
容
の
近

似
す
る
述
懐
歌
を
繰
り
返
し
採
っ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
当
該

歌
は
巻
軸
に
配
さ
れ
て
お
り
、「
後
世
に
お
け
る
自
分
の
評
価
」
が
本
集
の
重

要
な
主
題
と
読
め
る
。
先
に
当
該
歌
詞
書
を
「『
千
載
集
』
編
纂
時
の
感
慨
と

し
て
読
ま
れ
る
た
め
の
改
変
」
と
推
定
し
た
が
、
歌
人
最
高
の
栄
誉
で
あ
る
勅

撰
集
編
纂
時
に
詠
ん
だ
歌
で
集
を
閉
じ
る
こ
と
は
、
そ
の
時
点
を
一
つ
の
節
目

と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
、
本
集
収
載
歌
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
そ
の
詞
書
や
歌
の
内

容
か
ら
述
懐
的
・
懐
古
的
な
表
現
が
看
取
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
祖
先
か
ら

自
身
、
自
身
か
ら
子
孫
へ
と
い
う
家
を
意
識
し
た
歌
や
、
後
世
の
評
価
に
思
い

を
馳
せ
る
自
己
意
識
の
強
い
歌
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
俊
成
が
詠
ん
だ
数
多
く

の
歌
の
中
か
ら
、
こ
う
し
た
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
の
は
、
述
懐
・
懐
旧
の
意
識

が
本
集
の
主
題
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

七
　
奥
書
と
装
訂

　

前
節
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、
最
後
に
奥
書
と
装
訂
の
検
討
を
行
う
。

　

奥
書
に
あ
る
「
山
辺
隠
侶
融
覚
」
の
署
名
は
、
書
写
年
次
の
推
定
の
一
助
と

な
る
。
書
写
年
次
に
関
し
て
は
、
佐
藤
恒
雄
「
藤
原
為
家
年
譜
）
14
（

」
の
康
元
元
年

（
一
二
五
六
）
の
項
に
お
い
て
「
二
月
二
十
九
日
出
家
以
降
当
年
中
に
、
融
覚
、

俊
成
自
撰
家
集
『
保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
』
を
書
写
す
る
か
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
夙
に
樋
口
芳
麻
呂
が
指
摘
し
た
よ
う
に
）
15
（

、
為
家
が
「
山
辺
隠
侶
」
の

号
を
用
い
た
例
と
し
て
、
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
の
徒
然
百
首
が
存
す
る
。

こ
の
「
山
辺
」
は
高
倉
邸
を
為
氏
に
譲
っ
た
後
に
住
ん
だ
嵯
峨
中
院
の
こ
と
を

指
す
と
考
え
ら
れ
、
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
七
月
以
降
の
書
写
を
示
唆
す
る
。

為
家
は
同
年
九
〜
十
一
月
に
か
け
て
俊
成
に
な
ら
い
五
社
百
首
を
詠
作
し
て
お

り
、
同
時
期
に
俊
成
の
和
歌
事
績
を
意
識
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
、

そ
の
可
能
性
を
高
め
る
傍
証
と
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
本
集
の
詞
書
は
俊
成
自
撰
の
他
作
品
に
比
し

て
対
者
敬
語
の
追
加
が
著
し
い
こ
と
か
ら
、
目
上
の
人
物
に
見
ら
れ
る
こ
と
を

想
定
し
て
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
と
関
わ
る
の
が
、
本
集
が
巻

子
本
と
い
う
点
で
あ
る
。
巻
子
本
が
そ
の
作
品
の
価
値
判
断
に
お
い
て
重
要
な

情
報
に
な
る
こ
と
は
佐
々
木
孝
浩
が
論
じ
て
い
る
）
16
（

。
佐
々
木
は
「
巻
子
装
で
、

そ
の
歌
人
と
同
時
代
に
書
か
れ
た
本
や
断
簡
で
あ
れ
ば
、
歌
人
本
人
や
編
者
が

関
与
し
た
、
献
上
等
の
特
別
な
目
的
を
以
て
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
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い
と
言
え
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
本
集
も
そ
れ
に
合
致
す
る
。
献
上
品
で
あ
り
、

そ
の
当
時
の
人
物
が
読
む
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、

詞
書
の
情
報
選
択
に
当
代
性
が
顕
著
で
あ
り
、
官
位
の
み
で
人
物
名
が
表
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
も
合
点
が
い
く
。

　

原
本
が
本
集
と
同
形
態
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
孫
の
手
に
よ
る

本
が
原
本
と
極
め
て
近
い
位
置
に
あ
る
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
。
ま
た
、
仮
に
本

集
が
誰
か
に
献
上
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
原
本
が
何
故
家
に
残
さ
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
が
、
俊
成
は
『
千
載
集
』
編
纂
時
に
も
手
控
え
本
を

製
作
し
て
い
た
こ
と
が
近
年
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
）
17
（

、
本
集
も
手
控
え
本
が
残

さ
れ
、
そ
れ
を
為
家
が
書
写
し
た
経
緯
が
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
仮
に
本
集
が
献
上
の
た
め
製
作
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
送
ら
れ
た
人
物

は
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
た
い
。
詞
書
や
他
出
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
関
連
人
物
を
調
べ
る
と
現
れ
て
く
る
人
物
は
、
崇
徳
院
・
二
条
院
・
後
白

河
院
・
八
条
院
・
兼
実
（
摂
政
）・
実
定
（
右
大
臣
）
で
あ
り
、
と
り
わ
け
注

目
さ
れ
る
の
は
藤
原
実
定
で
あ
る
。
実
定
と
関
わ
る
歌
は
２
・
10
・
20
・
21
・

22
・
31
番
歌
の
六
首
で
、
21
・
22
番
歌
は
集
中
唯
一
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

　

31
番
歌
は
住
吉
社
歌
合
（
嘉
応
二
年
）
の
述
懐
題
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
実

定
と
番
え
ら
れ
て
俊
成
自
ら
負
け
と
し
た
歌
を
入
集
さ
せ
て
い
る
。

十
番　

左
勝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
定
卿

か
ぞ
ふ
れ
ば
や
と
せ
へ
に
け
り
あ
は
れ
わ
が
し
づ
み
し
こ
と
は
き
の
ふ
と

お
も
ふ
に
（
99
）

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俊
成
卿

い
た
づ
ら
に
ふ
り
ぬ
る
み
を
も
す
み
よ
し
の
ま
つ
は
さ
り
と
も
あ
は
れ
し

る
ら
む
（
100
）

左
歌
、
た
れ
の
人
の
な
に
と
な
ら
む
と
は
し
る
こ
と
侍
ら
ね
ど
、

た
だ
う
ち
み
る
う
た
の
お
も
て
、
こ
こ
ろ
す
が
た
い
み
じ
く
あ

は
れ
に
も
侍
る
か
な
、
ま
こ
と
に
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
き
の
ふ
け

ふ
と
お
ぼ
ゆ
る
を
、
と
し
つ
き
の
す
ぐ
る
こ
と
さ
の
み
こ
そ
は

侍
る
を
、
か
ぞ
ふ
れ
ば
や
と
せ
へ
に
け
り
あ
は
れ
わ
が
と
い
へ

る
す
が
た
、
い
と
し
の
び
が
た
く
こ
そ
み
え
侍
れ
、
右
歌
、
か

み
の
く
か
や
う
の
こ
こ
ろ
つ
ね
の
こ
と
に
侍
る
べ
し
、
し
も
の

く
又
す
こ
し
こ
こ
ろ
を
や
れ
る
と
こ
ろ
あ
る
や
う
に
み
え
侍
れ

ど
、
い
さ
さ
か
お
も
ふ
と
こ
ろ
あ
り
て
、
判
者
愚
老
の
拙
歌
に

侍
る
な
り
、
又
依
例
不
加
判
、
た
だ
し
、
神
慮
定
在
左
歟
と
ぞ

お
ぼ
え
侍
る

　

実
定
の
母
は
俊
忠
女
豪
子
で
、
実
定
は
俊
成
の
甥
と
い
う
近
縁
に
あ
た
り
、

実
定
は
俊
成
に
皇
太
后
宮
大
夫
職
を
譲
る
な
ど
し
て
お
り
、
二
人
は
親
し
い
関

係
に
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
四
節
で
触
れ
た
頼
輔
の
情
報
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

も
、
実
定
が
献
呈
先
で
あ
る
な
ら
ば
問
題
は
な
い
。
中
村
文
が
指
摘
す
る
よ
う

に
）
18
（

、
実
定
は
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
一
条
能
保
を
介
し
頼
朝
と
の
関
係
を
深
め
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
親
義
経
派
で
あ
っ
た
頼
輔
の
名
が
本
集

で
の
み
削
除
さ
れ
て
い
る
の
は
実
定
と
鎌
倉
武
士
と
の
関
係
性
に
配
慮
し
た
た

め
と
考
え
れ
ば
説
明
が
つ
く
。



『
保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
』
再
考
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ま
た
中
村
は
、
文
治
期
の
実
定
に
つ
い
て
「
政
務
に
不
熱
心
」
で
「
身
体
的

な
不
調
が
す
で
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
長
期
に
わ
た
っ
て
仁
和

寺
に
滞
在
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
仁
和
寺
滞
在
の
具
体

的
な
理
由
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
述
懐
性
の
濃
厚
な
本
集
を
献
上
す

る
に
は
、
実
定
は
相
応
し
い
人
物
と
推
測
で
き
よ
う
）
19
（

。

　

勿
論
、
原
本
の
形
態
が
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
こ
う
し
た
仮
定
は
憶
測
に
す

ぎ
な
い
が
、
為
家
が
奥
書
に
俊
成
自
撰
自
筆
本
を
親
本
と
し
て
い
る
こ
と
を
明

記
し
、
巻
子
本
で
本
集
を
残
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
形
態
で
残
す
こ
と
に
意

味
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

八
　
お
わ
り
に

　

以
上
よ
り
『
保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
』
は
、
部
類
歌
集
的
に
整
然
と
編
集
さ
れ
、

小
さ
い
な
が
ら
『
俊
成
家
集
』
と
は
異
な
る
意
図
を
も
っ
て
つ
く
ら
れ
て
お
り
、

俊
成
の
個
人
史
に
関
わ
る
様
々
な
人
物
が
わ
ず
か
三
五
首
の
中
に
現
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
『
長
秋
詠
藻
』『
俊
成
家
集
』
と
比
し
て
、
詞
書
の
待
遇
表
現
が
丁
寧
で
あ
る

こ
と
や
、
そ
の
内
容
自
体
に
も
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
独
立
し
た

作
品
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

収
載
歌
は
述
懐
の
色
合
い
が
強
く
、
全
体
が
述
懐
の
主
題
の
も
と
に
結
晶
度

の
高
い
家
集
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
詞
書
の
記
述
は
本
集
編
纂
時
か
ら
昔

を
振
り
返
る
懐
旧
の
念
が
窺
わ
れ
る
が
、
中
で
も
、
家
意
識
の
強
い
歌
や
自
己

の
評
価
を
気
に
す
る
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
の
は
、
述
懐
性
や
自
意
識
が
本
集
の

主
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

こ
う
し
た
特
徴
を
有
す
る
本
集
は
、『
千
載
集
』
の
増
補
資
料
だ
っ
た
と
は

考
え
が
た
く
、
明
確
な
意
識
が
充
填
さ
れ
た
俊
成
の
自
撰
家
集
と
し
て
捉
え
直

す
必
要
が
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
通
読
す
る
時
、
本
集
に
は
『
千
載
集
』
編
纂
後

の
時
点
で
の
総
決
算
と
し
て
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
述
懐
に
染
ま
る
自
ら
の
生
涯
、
そ
の
間
の
様
々
な
和
歌
行
事
や
人
々
と

の
交
流
、
祖
先
か
ら
自
身
へ
、
そ
し
て
自
身
か
ら
子
孫
へ
と
続
く
家
意
識
、
未

来
の
自
己
の
評
価
へ
の
思
い
な
ど
、
俊
成
の
そ
の
時
点
で
の
人
生
を
総
括
す
る

作
品
と
し
て
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
た
、
極
め
て
自
伝
的
性
格
の
強
い
家
集
が

『
保
延
の
こ
ろ
ほ
ひ
』
な
の
で
あ
る
。

注

（
1
）　
「
俊
成
自
撰
詠
藻
『
保
延
の
こ
ろ
を
ひ
』
に
つ
い
て
│
長
秋
詠
藻
・
千
載
集
と
の
関

係
│
」（『
国
文
学
研
究
』
27　

昭
和
38
・
３
）
↓
加
筆
修
正
を
加
え
、『
藤
原
俊
成
の

研
究
』（
笠
間
書
院　

昭
和
48
）
に
収
録
。
以
下
、
注
記
な
く
松
野
説
を
引
用
す
る
際

は
同
著
に
拠
る
。

（
2
）　

あ
る
い
は
「
と
て
」
が
「
取
っ
て
」
の
促
音
無
表
記
と
い
う
可
能
性
も
存
す
る
。
た

だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
「
自
ら
の
手
で
選
び
取
っ
て
」
と
内
容
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
3
）　

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
中
世
私
家
集　

三
』（
朝
日
新
聞
社　

平
成
10
）
に
影
印
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
解
題
は
井
上
宗
雄
執
筆
。

（
4
）　
「
天
理
図
書
館
蔵
『
俊
成
家
集
』
考
」（『
ビ
ブ
リ
ア
』
140
号　

平
成
25
・
10
）。
以
下
、

注
記
な
く
小
山
説
を
引
用
す
る
際
は
同
論
に
拠
る
。
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（
5
）　

以
下
、
歌
番
号
・
本
文
と
も
に
俊
成
の
家
集
は
松
野
陽
一
・
吉
田
薫
編
『
藤
原
俊
成

全
歌
集
』（
笠
間
書
院　

平
成
19
）
に
、
そ
れ
以
外
の
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

（
6
）　

松
野
前
掲
注（
1
）著
所
収
の
図
を
私
に
改
め
た
。

（
7
）　
「
対
者
敬
語
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
小
田
勝
『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』（
和
泉
書

院　

平
成
27
）
に
拠
る
。

（
8
）　
『
王
朝
の
明
暗
』（
東
京
堂
出
版　

昭
和
52
）。
な
お
、
角
田
は
頼
輔
を
「
兼
実
の
家

司
を
勤
め
、
か
つ
皇
嘉
門
院
と
の
関
係
も
密
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に

関
し
て
は
、
五
味
文
彦
『
院
政
期
社
会
の
研
究
』（
山
川
出
版
社　

昭
和
59
）
で
同
名

の
別
人
だ
と
批
判
さ
れ
て
お
り
、
稿
者
も
五
味
説
に
従
う
。

（
9
）　
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
』（
笠
間
書
院　

昭
和
53
初
版
↓
〔
増
補
版
〕
昭
和
63
）。

（
10
）　

す
で
に
松
野
が
前
掲
注（
1
）著
で
、「
治
承
二
年
夏
以
前
の
作
」
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
現
在
撰
集
作
業
進
行
中
か
、
或
は
最
近
時
に
終
了
し
た
ば
か
り
の
如
き
叙
述
で
あ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

ま
た
、
小
山
前
掲
注（
2
）論
文
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
俊
成
家
集
』
脱
落
部

分
に
当
該
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
た
と
想
定
し
、「
末
尾
に
は
「
撰
集
」
へ
の
強
い
意
識

が
表
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
節
で
見
て
き
た

よ
う
に
、
本
集
と
『
俊
成
家
集
』
で
は
詞
書
に
示
さ
れ
る
情
報
が
異
な
る
例
が
存
す
る

た
め
、
仮
に
『
俊
成
家
集
』
に
当
該
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
『
千

載
集
』
編
纂
時
の
感
懐
で
あ
っ
た
と
は
判
断
し
か
ね
る
。

（
11
）　
「
在
俗
時
」
は
、
詞
書
本
文
に
比
し
て
や
や
小
さ
く
書
か
れ
て
お
り
、
為
家
に
よ
る

注
で
あ
る
可
能
性
が
存
す
る
。
こ
れ
は
５
番
歌
詞
書
「
遁
世
の
の
ち
」
と
混
同
し
な
い

た
め
に
付
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
仮
に
こ
の
注
が
無
い
と
す
れ
ば
、
７
番
歌
も
出

家
後
の
立
場
で
詠
ま
れ
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
出
家
後
の
視
点
か
ら

振
り
返
る
書
き
方
で
あ
る
点
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
　
　

な
お
、
為
家
は
「
前
中
納
言
定
家
于
時
前
参
議

　
　
　
　
　

」（
続
後
撰
集
・
雑
上
・
1093
）
の
よ
う
に
、

定
家
詠
に
も
注
を
付
し
て
い
る
例
が
存
す
る
。

（
12
）　

松
野
も
前
掲
注（
1
）著
に
お
い
て
、
当
該
歌
を
含
む
右
大
臣
家
百
首
の
神
祇
・
述
懐

歌
に
「
己
れ
と
家
門
の
不
遇
を
訴
嘆
し
、
恩
寵
を
切
願
す
る
姿
勢
」
が
見
ら
れ
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。

（
13
）　

山
崎
「
御
子
左
家
の
悲
願
と
成
就
│
頼
実
歌
一
首
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
国
文
学
攷
』

145
号　

平
成
７
・
３
）、
佐
藤
恒
雄
『
藤
原
為
家
研
究
』（
笠
間
書
院　

平
成
20
）。
佐

藤
は
『
野
守
鏡
』
の
為
兼
批
判
の
文
脈
の
中
に
も
当
該
歌
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。

　
　
　

山
崎
は
頼
実
詠
の
『
続
後
撰
集
』
入
集
に
つ
い
て
「
為
家
の
撰
歌
意
図
は
…
（
略
）

…
頼
実
歌
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祖
父
俊
成
の
悲
願
と
父
定
家
の
任
参
議
と
い
う

慶
事
を
改
め
て
確
認
し
顕
彰
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
と
り
も
な
お

さ
ず
、
俊
成
・
定
家
同
様
勅
撰
撰
者
と
な
っ
て
、
一
門
の
極
め
て
私
的
な
詠
を
自
ら
採

歌
し
得
る
為
家
の
感
慨
を
も
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

（
14
）　

佐
藤
前
掲
注（
12
）著
所
収
。

（
15
）　
「
風
葉
和
歌
集
序
文
考
（
下
）
│
風
葉
集
の
成
立
・
撰
者
に
つ
い
て
│
」（『
国
語
と

国
文
学
』
42
│

２　

至
文
堂　

昭
和
40
・
２
）。

（
16
）　
『
日
本
古
典
書
誌
学
論
』（
笠
間
書
院　

平
成
28
）。

（
17
）　

遠
藤
珠
紀
・
渡
邉
裕
美
子
「
俊
成
本
『
春
記
』
紙
背
文
書
紹
介
│
解
題
と
翻
刻
│
」

（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
32
号　

平
成
25
・
10
）、
渡
邉
裕
美
子
「『
千
載
和
歌
集
』
成
立
を

め
ぐ
る
諸
問
題
│
俊
成
本
『
春
記
』
紙
背
文
書
の
再
検
討
│
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
107

号　

平
成
25
・
12
）、
同
「『
千
載
和
歌
集
』
の
成
立
と
伝
流
」（『
立
正
大
学
文
学
部
研

究
紀
要
』
30　

平
成
26
・
３
）。

（
18
）　
『
後
白
河
院
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』（
笠
間
書
院　

平
成
17
）。

（
19
）　

た
だ
し
、
本
集
詞
書
に
お
い
て
実
定
に
対
す
る
敬
意
が
示
さ
れ
て
い
な
い
点
は
不
審

で
あ
り
、
実
定
の
近
親
者
に
対
し
て
献
上
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
は

実
定
同
様
、
俊
成
の
甥
（
姪
）
で
あ
る
実
家
・
実
守
・
公
衡
・
忻
子
・
多
子
な
ど
が
候

補
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

【
付
記
】　

本
稿
は
平
成
28
年
和
歌
文
学
会
１
月
例
会
（
於
早
稲
田
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発

表
に
基
づ
く
。
席
上
、
ま
た
発
表
後
に
ご
教
示
を
賜
っ
た
方
々
に
篤
く
御
礼
を
申
し

上
げ
る
。


