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「
弁
内
侍
日
記
」
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
本
来
の
形
態
の

不
確
か
さ
に
行
く
手
を
遮
ら
れ
て
途
方
に
暮
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
作
品
に

は
他
の
日
記
文
学
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
執
筆
動
機
に
つ
い
て
語
っ
た
序
文

な
ど
は
な
い
し
、
こ
れ
も
他
の
作
品
に
は
例
の
多
い
読
者
へ
の
発
言
も
ま
っ
た

「
く
存
在
し
な
い
。
『
弁
内
侍
日
記
』
の
現
存
本
で
は
、
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）

正
月
二
十
九
日
の
後
嵯
峨
天
皇
の
譲
位
か
ら
建
長
四
年
（
＝
一
五
二
）
十
月
十

三
日
ま
で
の
約
七
年
間
の
、
弁
内
侍
や
妹
の
少
将
内
侍
の
歌
を
毒
心
に
据
え
た

後
深
草
天
皇
治
世
下
の
宮
申
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
綴
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ど

の
写
本
に
も
共
通
し
て
末
四
分
の
．
一
ほ
ど
に
本
文
に
破
損
が
見
ら
れ
る
。
例
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
ユ
）

ば
岩
佐
美
代
子
氏
に
よ
っ
て
影
印
本
の
出
さ
れ
て
い
る
彰
考
倉
本
で
い
え
ば
、

本
文
一
〇
三
丁
の
う
ち
の
七
九
丁
の
裏
-
全
体
を
一
七
五
段
に
分
け
た
玉
井

幸
助
氏
の
『
弁
内
侍
日
記
新
註
』
で
は
＝
二
〇
段
1
か
ら
脱
字
脱
文
が
目
立

ち
始
め
、
末
尾
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
文
意
の
取
れ
な
い
段
が
多
く
な
る
の
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

る
。
大
内
摩
耶
子
氏
は
意
味
の
通
じ
な
い
段
を
十
四
と
か
ぞ
え
て
お
ら
れ
る
。

 
一
方
、
幸
運
な
こ
と
に
、
日
記
文
学
と
し
て
は
珍
し
く
、
作
品
の
成
立
後
あ
ま

り
時
の
隔
た
ら
な
い
室
町
期
の
い
く
つ
か
の
資
料
に
こ
の
日
記
に
よ
っ
て
書
い

た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
頓
阿
の
『
井
蛙
抄
』
に
は
『
弁
内
侍
日
記
』
に

見
え
る
と
し
て
現
存
本
に
は
な
い
逸
話
が
記
さ
れ
、
 
『
増
鏡
」
に
は
弁
内
侍
の

歌
五
首
、
少
将
内
侍
の
歌
一
首
な
ど
『
弁
内
侍
日
記
』
に
よ
っ
た
と
解
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
が
、
弁
内
侍
の
歌
三
首
な
ど
現
存
の
日
記
に
は
見
え
な
い
。
ま
た

『
玉
葉
集
』
に
も
弁
内
侍
の
宮
仕
え
生
活
に
関
わ
る
歌
で
、
日
記
に
見
え
な
い

も
の
が
存
す
る
。
特
に
『
増
鏡
」
に
後
深
草
天
皇
の
譲
位
の
折
り
の
歌
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
本
来
『
弁
内
侍
日
記
』
に
は
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
十
一
月
二

十
一
日
後
深
草
天
皇
譲
位
ま
で
の
記
事
が
あ
っ
て
、
そ
の
七
年
分
の
本
文
を
散

逸
さ
せ
、
残
さ
れ
黒
戸
の
末
に
も
虫
払
な
ど
に
よ
る
破
損
の
生
じ
た
の
が
現
存

本
だ
と
い
う
推
論
が
、
ご
く
自
然
に
な
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
推
論
は
今
日
広
く

行
わ
れ
、
定
説
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
は
な
お
疑
聞
が
あ
る
の
で
あ

る
。 

ま
ず
『
増
金
』
と
『
弁
内
侍
日
記
』
と
を
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
。
 
『
増

鏡
」
は
い
わ
ゆ
る
古
本
（
十
七
章
本
）
系
統
の
本
を
底
本
と
す
る
校
注
古
典
叢

書
「
増
鏡
』
 
（
木
藤
才
蔵
氏
校
注
、
明
治
書
院
）
に
よ
り
、
そ
こ
に
な
い
、
い

わ
ゆ
る
増
補
本
（
二
十
章
本
）
系
統
の
本
の
み
に
見
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
。
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講
談
社
学
術
文
庫
『
増
幅
全
訳
注
」
 
（
井
上
宗
雄
氏
）
に
補
わ
れ
て
い
る
も
の

に
よ
っ
た
。
 
『
弁
内
侍
日
記
」
は
本
文
・
段
数
と
も
に
玉
井
氏
の
『
弁
内
侍
日

記
新
註
」
に
よ
り
、
今
関
敏
子
氏
の
『
校
注
弁
内
侍
日
記
」
を
参
照
す
る
。

 
『
三
極
」
か
ら
弁
内
侍
と
関
わ
り
の
あ
る
と
思
わ
れ
る
個
所
を
抜
き
出
し
て

お
こ
う
。
歌
を
中
心
と
し
て
抜
き
出
し
、
地
の
文
に
つ
い
て
は
長
く
な
る
の
を

避
け
て
か
な
り
省
略
し
た
形
で
引
用
す
る
。

 
A
 
大
嘗
会
の
頃
、
信
実
朝
臣
と
い
ひ
し
歌
よ
み
の
む
す
め
少
将
内
侍
、
大

 
 
内
の
女
工
所
に
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
雪
い
み
じ
う
日
ご
ろ
降
り
て
、
い
か
め
し

 
 
う
積
も
り
た
る
あ
か
つ
き
、
大
き
お
と
ど
実
氏
の
た
ま
ひ
っ
か
は
し
け

 
 
る
。

 
 
 
 
九
重
の
大
内
山
の
い
か
な
ら
む
限
り
も
知
ら
ず
つ
も
る
雪
か
な

 
 
御
返
し
少
将
内
侍
、

 
 
 
 
九
重
の
内
野
の
雪
に
あ
と
づ
け
て
は
る
か
に
千
代
の
道
を
み
る
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
五
 
内
野
の
雪
 
P
七
二
）

 
B
 
節
会
・
臨
時
の
祭
、
な
に
く
れ
の
公
事
ど
も
を
、
女
房
に
ま
ね
ば
せ
て

 
 
御
覧
ず
れ
ば
（
中
略
）
、
中
納
言
の
典
侍
を
権
大
納
言
実
雄
の
君
に
な
さ

 
 
る
＼
に
、
 
「
し
た
う
つ
は
く
事
、
い
か
に
も
か
な
ふ
ま
じ
」
と
て
、
曹
司

 
 
に
下
る
㌧
に
、
上
も
い
み
じ
う
笑
は
せ
給
ふ
。
弁
の
内
侍
、
葦
の
葉
に
書

 
 
き
て
、
か
の
局
に
さ
し
お
か
せ
け
る
。

 
 
 
 
津
の
国
の
葺
の
下
根
の
い
か
な
れ
ば
波
に
し
ほ
れ
て
み
だ
り
が
ほ
な

 
 
 
 
る

 
 
返
し
、

 
 
 
 
津
の
国
の
葦
の
下
根
の
み
だ
れ
わ
び
心
も
波
に
う
き
て
ふ
る
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
 
P
七
六
）

C
 
五
月
五
日
、
所
々
よ
り
御
か
ぶ
と
の
花
、
薬
玉
な
ど
、
色
々
に
お
ほ
く

、
参
れ
り
。
 
（
中
略
）
三
条
大
納
言
母
親
の
た
て
ま
つ
れ
る
、
 
（
中
略
）
い

 
と
艶
あ
り
て
見
ゆ
る
を
、
上
も
御
目
と
納
め
て
、
「
な
に
と
ま
れ
、
い
つ

 
か
し
」
と
の
給
ふ
を
、
人
々
も
お
よ
す
け
て
見
た
て
ま
つ
る
。
弁
内
侍
、

 
 
 
あ
や
め
草
底
知
ら
沼
の
長
き
根
に
ふ
か
き
と
い
ふ
や
蓬
生
の
露

 
（
中
略
）
、
御
返
、
公
親
、

 
 
 
あ
や
め
草
底
知
ら
沼
の
長
き
根
を
ふ
か
き
心
に
い
か
ゴ
く
ら
べ
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
 
P
七
六
～
七
）

D
 
そ
の
頃
ほ
ひ
、
熊
野
の
御
幸
侍
り
し
に
も
、
よ
き
上
達
部
あ
ま
た
仕
う

 
ま
つ
ら
る
。
み
や
こ
出
で
さ
せ
給
ふ
日
、
例
の
淺
敷
な
ど
、
心
こ
と
に
い

 
ど
み
か
は
す
べ
し
。
車
は
立
て
ぬ
こ
と
な
り
し
か
ど
、
大
宮
院
ば
か
り
、

 
そ
れ
も
出
車
は
な
く
て
、
た
ゴ
一
両
に
て
見
た
て
ま
つ
り
給
ひ
し
こ
そ
、

 
や
む
ご
と
な
さ
も
、
お
も
し
ろ
く
侍
り
け
れ
。
弁
内
侍
、

 
 
 
折
り
か
ざ
す
な
ぎ
の
葉
風
の
か
し
こ
さ
に
ひ
と
り
道
あ
る
小
車
の
あ

 
 
 
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
 
P
八
○
～
一
）

E
 
北
の
対
の
つ
ま
な
る
紅
梅
の
、
い
と
お
も
し
ろ
く
咲
き
た
る
が
、
院
の

 
御
ま
へ
よ
り
御
覧
じ
や
ら
る
る
ほ
ど
な
れ
ば
、
雅
家
の
宰
相
の
中
将
し

 
て
、
い
と
艶
に
な
よ
び
た
る
薄
様
に
か
か
せ
給
ひ
て
、
院
の
上
、

 
 
 
色
も
香
も
か
さ
ね
て
匂
へ
梅
の
花
九
重
に
な
る
宿
の
し
る
し
に

 
と
て
、
か
の
梅
に
結
び
つ
け
さ
せ
ら
る
。
御
返
し
、
弁
の
内
侍
承
り
て
申

 
す
べ
し
と
聞
き
侍
り
し
を
、
な
の
め
な
り
と
い
ふ
事
に
て
、
お
と
ど
、
今

 
出
川
よ
り
申
さ
れ
け
る
と
か
や
。
そ
れ
も
忘
れ
侍
り
ぬ
る
こ
そ
口
惜
し
け

 
れ
。
老
は
か
く
う
き
も
の
に
ぞ
侍
る
や
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
増
補
本
六
 
煙
の
末
々
 
P
上
三
三
四
～
五
）
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F
 
世
中
に
や
う
く
灰
め
き
聞
こ
ゆ
る
こ
と
あ
れ
ば
、
御
門
は
あ
か
ず
心

 
 
細
ヶ
お
ぼ
さ
れ
て
、
夜
居
の
問
の
静
か
な
る
御
物
語
の
つ
い
で
に
、
内
侍

 
 
所
の
御
拝
の
数
を
か
ぞ
へ
ら
れ
け
れ
ば
、
五
千
七
十
四
日
に
な
り
け
る
を

 
 
う
け
給
は
り
て
、
弁
内
侍
、

 
 
 
 
千
代
と
い
へ
ば
五
か
さ
ね
て
七
十
に
あ
ま
る
日
か
ず
を
神
は
忘
れ
じ

 
 
 
か
く
て
、
十
一
月
立
六
日
お
り
る
さ
せ
給
ふ
に
、
 
（
中
略
）
な
ほ
い
と

 
 
あ
は
れ
に
、
忍
び
が
た
き
御
気
色
を
、
悲
し
と
見
た
て
ま
つ
り
て
、
弁
内

 
 
侍
、

 
 
 
 
今
は
と
て
お
り
み
る
雲
の
し
ぐ
る
れ
ば
心
の
う
ち
ぞ
か
き
く
ら
し
け

 
 
 
 
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
六
 
お
り
る
る
雲
 
P
九
〇
～
一
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

 
『
増
鏡
」
に
は
弁
内
侍
の
歌
が
五
首
採
ら
れ
て
い
る
。
井
上
宗
雄
氏
が
指
摘

し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
五
首
以
上
歌
が
見
え
る
八
人
は
、
弁
内
侍
以
外
は
す

べ
て
貴
顕
で
あ
り
、
専
門
歌
人
の
歌
も
「
増
鏡
」
で
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な

い
。
女
性
で
弁
内
侍
に
次
ぐ
の
は
二
首
の
四
人
で
、
そ
れ
も
女
院
や
内
親
王
と

い
っ
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
『
増
鏡
」
の
作
者
が
弁
内
侍
サ
イ
ド
の
資
料
を
作

品
執
筆
の
有
力
な
材
料
と
し
て
用
い
、
そ
の
た
め
弁
内
侍
の
歌
も
多
く
入
っ
た

と
し
か
考
え
よ
う
が
あ
る
ま
い
。
そ
の
資
料
ど
し
て
「
弁
内
侍
日
記
」
が
ふ
さ

わ
し
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
掲
示
し
た
六
項
目
の
う
ち
、
A
は
『
弁

内
侍
日
記
」
の
一
四
段
の
一
部
に
、
C
は
＝
二
五
段
に
同
じ
場
面
と
歌
が
あ

る
。
A
で
は
『
弁
内
侍
日
記
」
の
地
の
文
の
こ
と
ば
が
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て

お
ら
ず
、
C
で
は
、
 
『
弁
内
侍
日
記
」
に
、

 
 
兵
衛
督
殿
「
こ
の
こ
こ
ろ
い
は
ば
や
」
と
あ
り
し
か
ば
、
弁
内
侍
、

と
あ
る
部
分
が
「
上
も
御
目
と
ゴ
め
て
」
以
下
天
皇
の
こ
と
ば
と
な
っ
て
い
て
、

こ
と
ば
の
内
容
も
ま
っ
た
く
異
な
る
と
い
っ
た
点
は
気
に
な
る
け
れ
ど
も
、
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形
態
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認
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『
増
鏡
」
の
作
者
の
潤
色
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
A
・
C
が
「
弁
内
侍

日
記
」
．
に
拠
っ
た
と
し
て
一
応
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
B
は
「
弁

内
侍
日
記
』
＝
一
一
段
に
該
当
す
る
場
面
が
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
申
納
言

の
典
侍
の
返
歌
は
な
く
、
E
に
相
当
す
る
八
二
段
で
は
逆
に
弁
内
侍
の
歌
が
記

さ
れ
て
い
る
。
D
と
F
は
『
弁
内
侍
日
記
』
に
は
見
え
な
い
。
F
の
後
深
草
天

皇
譲
位
の
記
事
の
場
合
は
、
 
「
弁
内
侍
日
記
」
の
現
存
本
の
最
終
の
年
よ
り
七

年
後
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
本
来
あ
っ
た
も
の
が
散
逸
し
た
と
す
る
こ
と
で
解
決

が
つ
く
の
だ
が
、
D
の
後
嵯
峨
院
の
熊
野
御
幸
は
『
百
錬
抄
」
他
に
よ
れ
ば
建

長
二
年
（
一
二
五
〇
）
三
月
十
一
日
の
出
発
で
、
こ
の
前
後
、
二
月
・
三
月
の

記
事
が
『
弁
内
侍
日
記
』
に
は
あ
る
の
だ
か
ら
、
D
の
記
事
が
な
い
の
は
不
審

で
あ
る
。
そ
こ
で
B
・
D
・
E
に
つ
い
て
さ
ら
に
老
察
を
加
え
る
必
要
が
あ

る
。
ま
ず
D
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

 
後
嵯
峨
院
の
熊
野
御
幸
は
出
立
が
前
述
の
よ
う
に
建
長
二
年
の
三
月
十
一

日
、
還
御
は
四
月
六
日
で
あ
っ
た
（
岡
屋
関
白
可
能
）
。
こ
の
前
後
の
「
弁
内

侍
日
記
』
の
記
事
は
、
一
〇
七
段
が
二
月
五
日
、
一
〇
八
段
・
一
〇
九
段
が
月

日
不
明
、
一
一
〇
段
は
七
瀬
の
御
祓
の
日
の
こ
と
だ
が
、
彰
考
館
町
は
三
月
十

二
日
で
、
二
の
右
に
六
と
転
記
、
内
閣
文
庫
本
が
三
月
十
六
日
、
群
書
類
従
本

が
三
月
十
六
日
で
、
六
の
右
傍
に
一
イ
と
校
異
を
記
す
な
ど
日
は
確
定
し
に
く

い
。
一
一
一
段
は
三
月
二
十
九
日
で
あ
る
。
従
っ
て
、
熊
野
御
幸
の
日
の
こ
と

は
＝
○
段
の
前
か
後
か
に
位
置
す
る
は
ず
で
、
そ
の
部
分
が
脱
落
し
た
と
は

か
な
り
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
 
「
増
鏡
」
の
こ
の
記
事
で
さ
ら
に
問
題
と
な

る
の
は
、
弁
内
侍
の
「
折
り
か
ざ
す
」
の
歌
の
異
伝
が
『
高
良
玉
垂
宮
神
秘
書

紙
背
歌
書
」
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＼

 
 
弁
内
侍
記
 
オ
リ
カ
サ
ス
ナ
キ
ノ
バ
カ
セ
ノ
カ
シ
コ
キ
ニ
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＼

 
 
 
 
 
 
 
ヒ
ト
リ
ミ
チ
ア
ル
ヲ
ク
ル
マ
ノ
ヲ
ト
 
 
 
 
 
師
光

 
福
岡
県
久
留
米
市
の
郊
外
に
あ
る
高
良
大
社
に
『
高
良
玉
垂
宮
神
秘
書
」
と
、

い
う
題
籏
を
持
つ
縁
起
書
が
あ
る
。
中
世
末
の
書
写
と
見
ら
れ
る
巻
子
本
で
、

鎌
倉
か
ら
室
町
初
期
ま
で
の
文
書
や
経
典
・
歌
書
な
ど
の
紙
背
に
書
か
れ
て
い

る
。
歌
書
は
無
題
で
、
歌
語
の
例
を
多
く
の
公
私
の
歌
集
・
歌
書
・
日
記
・
物

語
な
ど
か
ら
用
例
を
抜
き
出
し
て
出
典
名
・
誉
者
名
と
共
に
掲
げ
、
詠
歌
の
手

引
き
と
し
た
も
の
の
よ
う
で
、
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
散
逸
書
か
ら
の
用
例

も
多
い
。
そ
の
散
逸
資
料
は
萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
」
六
（
昭
和
三
十

七
年
八
月
）
の
「
資
料
増
補
」
の
項
に
歌
合
関
係
書
が
引
か
れ
て
以
来
注
目
さ

れ
て
い
た
が
、
昭
和
四
十
七
年
に
縁
起
・
紙
背
文
書
と
も
に
高
良
大
社
か
ら

『
高
良
玉
垂
宮
神
秘
書
・
同
紙
背
歌
書
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
全
貌
が
明
か
に

な
っ
た
。
歌
書
は
本
文
篇
・
研
究
篇
と
も
に
荒
木
善
導
が
担
当
し
て
お
ら
れ
、

氏
は
同
書
の
成
立
を
『
続
千
載
集
」
が
成
っ
た
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
を
あ

ま
り
下
ら
な
い
頃
と
し
て
お
ら
れ
る
。
 
『
増
鏡
」
以
前
の
成
立
で
あ
る
。
日
記

文
学
関
係
で
言
え
ば
、
従
来
『
河
海
抄
」
に
引
か
れ
た
六
例
だ
け
が
知
ら
れ
て

い
た
『
大
后
御
記
」
の
仮
名
書
き
の
逸
文
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内
也

 
 
大
后
日
記
 
延
長
二
年
御
飾
汽
缶
ヲ
ク
リ
二
君
サ
ウ
ノ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＼

 
 
 
 
 
 
 
御
コ
ト
琴
ノ
御
コ
ト
名
松
風
ア
ッ
マ

と
し
て
見
え
る
こ
と
は
き
わ
め
て
貴
重
で
あ
っ
た
。

 
『
弁
内
侍
記
」
が
『
弁
内
侍
日
記
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
は
な

い
が
、
 
『
増
鏡
」
で
は
弁
内
侍
の
作
と
し
た
歌
が
こ
こ
で
は
現
量
の
作
と
な
っ

て
い
る
。
師
承
は
家
集
『
師
光
集
」
を
遺
し
て
い
る
村
上
源
氏
の
師
光
で
は
時

代
が
あ
わ
ず
、
 
『
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
」
を
著
し
た
中
原
師
光
で
あ
ろ
う
。

『
増
鏡
」
も
弁
内
侍
サ
イ
ド
の
資
料
か
ら
出
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う

が
、
歌
の
作
者
と
し
て
は
ど
ち
ら
の
伝
え
を
信
じ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

『
高
良
玉
垂
宮
神
秘
書
紙
背
歌
書
」
の
方
が
事
実
を
伝
え
て
い
る
と
わ
た
く
し

に
は
思
え
る
。
 
『
増
鏡
」
の
叙
述
に
は
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。 

「
折
り
か
ざ
す
」
の
歌
が
『
増
鏡
」
に
描
か
れ
た
状
況
の
中
で
は
よ
く
わ
か

ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
解
釈
を
主
要
な
注
釈
書
で
見
る
と
、

 
 
熊
野
御
参
詣
に
い
で
た
＼
せ
給
ふ
道
な
れ
ば
、
そ
の
神
威
恐
多
き
が
故
に
、

 
 
物
見
車
を
も
禁
じ
た
る
ほ
ど
に
と
な
り
。
下
句
は
、
た
ゴ
ひ
と
り
、
女
院

 
 
の
み
」
御
車
の
跡
を
つ
け
て
、
御
見
物
あ
る
を
見
奉
れ
ば
、
ま
こ
と
に
や

 
 
む
ご
と
な
き
事
も
、
い
と
ゴ
知
ら
れ
た
り
と
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
和
田
英
松
・
佐
藤
球
『
重
修
栄
花
物
語
詳
解
」
）

 
 
熊
野
権
現
へ
上
皇
が
ご
参
詣
に
な
る
道
筋
に
は
、
そ
の
神
威
の
か
し
こ
さ

 
 
に
、
た
だ
女
院
の
お
車
一
つ
だ
け
が
お
立
ち
に
な
っ
て
い
る
こ
と
よ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
木
藤
才
蔵
 
日
本
古
典
文
学
大
系
）

 
 
梛
の
葉
を
折
っ
て
挿
頭
に
す
る
熊
野
路
の
、
そ
の
葉
風
す
な
わ
ち
神
威
の

 
 
お
そ
れ
お
お
さ
に
i
物
見
車
は
み
な
禁
止
さ
れ
て
、
女
院
の
車
一
両
の

 
 
み
だ
が
一
、
道
に
は
た
だ
一
筋
の
小
車
の
跡
し
か
つ
い
て
い
な
い
の
は
、

 
 
な
ん
と
も
貴
い
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 
（
井
上
宗
雄
『
増
鏡
全
訳
注
」
）

 
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
詳
し
さ
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
同
じ
よ
う
な
解

釈
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
道
筋
に
車
一
両
が
立
て
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
「
ひ
と
り
道
あ
る
小
車
」
と
表
現
す
る
だ
ろ
う
か
。
大
宮
院
（
後
嵯

峨
院
中
宮
）
の
車
は
御
幸
の
行
列
見
物
の
た
め
道
の
側
に
立
て
ら
れ
て
い
た
は

ず
だ
が
、
そ
れ
を
い
う
の
に
「
小
車
の
あ
と
」
と
、
な
ぜ
車
の
輪
だ
ち
の
跡
が

持
ち
出
さ
れ
る
の
か
。
車
の
往
来
も
多
い
都
大
路
。
む
ろ
ん
今
は
車
の
通
行
は
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禁
止
さ
れ
、
御
幸
に
備
え
て
道
の
清
掃
も
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
-
こ
こ

で
は
目
立
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
 
「
車
は
立
て
ぬ
こ
と
」
で
あ

っ
た
と
い
う
の
は
、
御
幸
を
上
申
で
見
る
の
は
恐
れ
多
い
と
い
う
こ
と
が
主
意

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
上
旬
と
下
句
の
つ
な
が
り
も
納
得
が
い
か
な
い
。
上
裳

と
下
句
を
続
け
て
素
直
に
読
め
ば
、
 
「
か
し
こ
さ
に
…
…
な
い
」
と
い
う
の
で

は
な
く
、
 
「
か
し
こ
さ
に
…
…
あ
る
」
と
い
う
構
文
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
は
前
掲
の
解
釈
に
続
け
て
「
底
本
、
第

四
句
『
ひ
か
り
道
あ
る
」
。
諸
本
で
訂
正
」
と
注
す
る
。
大
系
本
の
底
本
で
あ

る
学
習
院
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
の
室
町
時
代
古
写
本
や
新
訂
増
補
国
史
大
系

本
が
校
合
に
用
い
た
前
田
家
所
蔵
一
本
な
ど
「
ひ
と
り
」
を
「
ひ
か
り
」
と

し
、
永
井
一
孝
・
竹
野
長
次
両
氏
の
『
校
定
増
嵩
新
釈
』
は
そ
の
本
文
に
よ
っ

て
「
参
詣
す
る
熊
野
の
神
威
の
貴
さ
に
、
光
が
み
ち
て
み
る
小
車
の
跡
で
あ
る

よ
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。
た
が
、
そ
れ
で
は
さ
ら
に
意
味
が
分
か
ら
な
く
な
る

し
、
語
法
的
に
も
「
光
満
ち
あ
る
」
は
お
か
し
く
、
 
「
光
満
ち
た
る
」
で
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
（
弁
内
侍
も
詠
出
し
て
い
る
「
宝
治
百
首
」
一
六
八
二
に
も
実

氏
の
「
ひ
か
り
み
ち
た
る
秋
の
夜
の
月
」
の
例
が
あ
る
）
。
徳
川
家
本
・
岩
瀬

文
庫
本
・
桂
宮
本
等
の
形
で
、
現
行
の
多
く
の
テ
キ
ス
ト
が
採
っ
て
い
る
「
ひ

と
り
」
に
従
う
べ
き
だ
ろ
う
。

 
『
増
鏡
』
で
も
う
一
つ
疑
問
な
の
は
、
そ
の
時
弁
内
侍
は
ど
こ
に
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
宮
院
は
後
深
草
院
の
生
母
で
『
弁
内
侍
日
記
』
に
も

し
ば
し
ば
登
場
し
、
弁
内
侍
も
親
し
く
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
方
だ
が
、
弁
内

侍
が
そ
の
車
に
同
乗
し
て
い
る
わ
け
は
な
く
、
天
皇
の
見
物
の
御
幸
が
あ
っ
た

の
で
も
な
い
か
ら
、
弁
内
侍
が
淺
敷
の
中
に
い
た
と
も
考
え
に
く
い
の
で
あ

る
。

『
弁
内
侍
日
記
』
論
一
 
一
形
態
の
確
認
一

 
結
局
「
折
り
か
ざ
す
」
の
歌
は
『
増
鏡
」
の
よ
う
な
状
況
下
の
も
の
と
は
解

せ
な
い
の
で
あ
る
。
乏
な
れ
ば
、
 
「
高
良
玉
垂
宮
神
秘
書
紙
背
歌
書
」
の
伝
え

の
よ
う
に
師
光
の
作
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
状
況
で
作
ら
れ
た

も
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
忍
男
の
説
く
よ
う
に
、
梛
は
熊
野
に
多
く
生

え
て
い
る
木
で
、
熊
野
の
神
木
の
よ
う
に
熊
野
と
の
関
わ
り
で
よ
く
用
い
ら
れ
、

熊
野
参
詣
の
折
り
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
三
光
が
個
人
的
に
参
詣

し
た
時
の
歌
が
「
弁
内
侍
日
記
」
に
記
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
御
幸
の
供

奉
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
後
深
草
天
皇
在
位
中
の
熊
野
御
幸
は
な
か
っ
た
か

ら
、
や
は
り
こ
の
後
嵯
峨
院
の
御
幸
の
と
き
の
詠
歌
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い

だ
ろ
う
。

 
こ
の
歌
は
下
句
が
難
解
で
歌
意
が
つ
か
み
に
く
い
が
、
神
宮
文
庫
本
『
為
事

集
」
 
（
鎌
倉
時
代
中
期
の
翠
雲
の
家
集
か
と
い
う
）
の
（
新
編
国
歌
大
観
第
七

巻
に
よ
る
）
、

 
 
雪
つ
め
ど
鳥
羽
の
か
よ
ひ
ぢ
道
ぞ
あ
る
ひ
ま
な
く
や
り
し
小
車
の
あ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
七
〇
）

の
表
現
を
参
考
に
考
え
れ
ば
「
道
で
な
い
よ
う
な
所
に
も
車
の
輪
だ
ち
の
跡
が

あ
っ
て
自
然
と
熊
野
へ
の
道
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
わ
た

く
し
た
ち
が
挿
頭
に
し
て
い
る
熊
野
の
神
木
梛
の
葉
を
吹
く
風
一
神
威
の
お

そ
れ
お
お
さ
・
す
ば
ら
し
さ
で
」
と
い
っ
た
意
味
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
『
高

良
玉
垂
宮
神
秘
書
紙
背
歌
書
」
の
よ
う
に
末
句
が
「
ヲ
グ
ル
マ
ノ
ヲ
ト
」
で
あ

れ
ば
、
自
然
と
（
神
威
に
導
か
れ
て
）
熊
野
へ
の
道
を
進
ん
で
行
く
御
幸
の
車

の
音
よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
，
「
小
車
」
の
語
は
一
見
上
皇
の
車
に
は

ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
だ
が
、
神
を
前
に
す
れ
ば
た
と
い
院
の
車
で
あ
ろ
う
と

「
小
車
」
で
よ
い
の
で
あ
る
。
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高
光
の
歌
が
ど
の
よ
う
な
形
で
『
弁
内
侍
日
記
」
に
入
っ
て
い
た
か
。
そ
れ

を
「
増
鏡
』
が
な
ぜ
弁
内
侍
の
歌
と
し
て
作
中
に
用
い
た
の
か
一
そ
れ
は

『
丸
鏡
」
の
誤
認
な
の
か
、
わ
ざ
わ
ざ
行
っ
た
作
為
・
虚
構
な
の
か
。
い
ず
れ

も
明
ら
か
に
は
し
え
な
い
。
 
『
高
良
玉
垂
宮
神
秘
書
紙
背
歌
書
」
の
拠
っ
た

『
弁
内
侍
日
記
」
と
『
増
鏡
」
の
用
い
た
『
弁
内
侍
日
記
」
と
が
同
じ
も
の
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
、
現

存
の
『
弁
内
侍
日
記
」
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
い
う
る
だ
ろ

う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
熊
野
御
幸
前
後
の
記
事
が
現
存

の
本
に
は
あ
り
、
こ
の
日
の
記
事
だ
け
の
脱
落
は
想
定
し
が
た
い
か
ら
で
あ

る
。 

『
増
鏡
』
が
材
料
に
し
た
『
弁
内
侍
日
記
」
が
現
存
の
も
の
と
異
な
っ
て
い

た
ろ
う
こ
と
は
、
B
か
ら
も
い
え
る
。
B
に
相
当
す
る
『
弁
内
侍
日
記
」
 
一
二

一
段
は
、

 
 
節
会
、
臨
時
の
祭
の
次
第
な
ど
御
覧
ぜ
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
、
そ
の
ま
ね

 
 
を
女
房
た
ち
に
さ
せ
て
御
覧
ぜ
し
を
、

で
始
ま
り
、
先
に
中
略
と
し
て
引
用
を
略
し
た
部
分
も
含
め
て
、
『
増
鏡
』
の

叙
述
内
容
と
よ
く
合
致
し
て
い
る
。
中
略
の
後
の
引
用
部
分
も
、
 
『
日
記
」
に

は
、 

 
中
納
言
の
す
け
殿
、
権
大
納
言
に
な
り
て
、
節
会
の
次
、
内
弁
も
よ
ほ
さ

 
 
れ
て
、
「
し
た
う
つ
を
え
は
か
ず
所
う
ら
う
（
四
字
、
そ
う
ら
ふ
カ
、
所

 
 
労
力
、
森
田
注
）
」
と
て
、
故
障
申
し
て
局
に
お
は
せ
し
に
、
葦
の
葉
に

 
 
書
き
つ
け
て
局
の
み
す
に
さ
す
。
弁
内
侍
、

 
 
 
 
津
の
国
の
あ
し
の
し
た
ね
の
い
か
な
れ
ば
波
に
し
ほ
れ
て
乱
れ
が
ほ

 
 
 
 
な
る

と
あ
っ
て
よ
く
一
致
し
て
い
る
の
だ
が
、
 
「
増
鏡
」
に
記
さ
れ
て
い
る
中
納
言

の
典
侍
の
返
歌
が
こ
こ
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
返
歌
は
二
句
め
ま
で
が
弁
内
侍

の
歌
と
揃
え
て
あ
る
か
ら
、
 
『
弁
内
侍
日
記
」
の
現
存
諸
本
の
共
通
祖
本
の
段

階
で
目
移
り
に
よ
る
脱
文
が
出
た
と
も
解
せ
よ
う
が
、
熊
野
御
幸
の
歌
の
こ
と

も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
現
存
本
と
は
違
う
本
が
存
在
し
た
た
め
と
見
る
方
に
分

が
あ
ろ
う
。

 
次
に
E
を
見
よ
う
。
 
『
弁
内
侍
日
記
」
八
二
段
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

 
 
 
富
の
小
路
殿
、
内
裏
に
な
り
て
広
御
所
の
つ
ま
の
紅
梅
さ
か
り
な
り
し

 
 
頃
、
誰
と
は
な
く
て
暑
き
薄
様
に
か
き
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
り
し
。

 
 
 
 
い
う
も
か
も
か
さ
ね
て
に
ほ
へ
梅
の
花
こ
こ
の
へ
に
な
る
宿
の
し
る

 
 
 
 
し
に

 
 
こ
の
返
事
は
院
の
御
所
へ
申
す
べ
し
と
仰
せ
ら
れ
し
か
ば
弁
内
侍

 
 
 
 
色
も
か
も
さ
こ
そ
か
さ
ね
て
に
ほ
ふ
ら
め
九
重
に
な
る
や
ど
の
梅
が

 
 
 
 
え

 
『
増
鏡
」
に
見
え
る
雅
家
の
宰
相
の
中
将
の
名
が
こ
こ
に
は
な
く
、
 
『
増

鏡
」
で
は
最
初
弁
内
侍
が
返
歌
を
す
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
た
一
1
天
皇
の
命

令
で
は
な
く
実
氏
に
い
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
-
1
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
失
礼
だ

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
実
氏
が
返
歌
を
し
た
と
い
っ
て
い
る
の
に
、
こ
こ
で

は
弁
内
侍
が
返
し
を
し
た
と
し
て
、
そ
の
歌
も
載
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ

こ
で
は
二
つ
の
作
品
に
は
事
実
そ
の
も
の
の
違
い
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

雅
家
が
薄
様
に
書
き
、
梅
の
枝
に
結
び
つ
け
た
と
し
て
も
、
 
「
誰
と
は
な
く

て
」
と
表
現
は
で
き
る
し
、
弁
内
侍
は
確
か
に
歌
は
詠
ん
だ
の
だ
が
、
実
際
に

は
そ
れ
は
院
に
は
贈
ら
れ
ず
、
実
氏
の
も
の
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

り
う
る
。
だ
が
、
 
『
増
鏡
」
の
叙
述
は
現
存
の
『
弁
内
侍
日
記
」
か
ら
は
出
て
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こ
な
い
だ
ろ
う
。
今
の
『
日
記
」
の
よ
う
な
本
文
に
よ
り
な
が
ら
虚
構
を
行
う

理
由
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
で
は
『
増
鏡
』
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
資
料
と
し

て
使
っ
た
の
か
。
後
嵯
峨
院
や
実
話
の
側
の
資
料
で
は
実
際
に
は
返
歌
を
し
た

わ
け
で
は
な
い
弁
内
侍
の
こ
と
が
持
ち
出
さ
れ
る
と
は
思
え
ず
、
弁
内
侍
サ
イ

ド
の
も
の
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
で
も
現
存
の
も
の
と
は
異
な
る
「
弁
内
侍

日
記
」
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
E
は
増
補
本
系
に
の
み
見
え
る

も
の
で
、
そ
の
用
い
た
『
弁
内
侍
日
記
』
が
古
本
系
の
作
者
が
参
考
に
し
た
も

の
と
同
じ
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

 
以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
現
存
本
に
含
ま
れ
る
年
次
の
部
分
だ
け
に
つ

い
て
見
て
も
、
 
『
増
鏡
』
の
参
考
に
用
い
た
『
弁
内
侍
日
記
』
と
現
存
の
『
弁

内
侍
日
記
」
と
の
間
に
は
か
な
り
の
相
違
の
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
今
摺
り
に
前
者
を
『
増
鏡
」
依
拠
本
系
、
後
者
を
現
存
本
系
と
し
て
お
こ

う
。
増
補
本
系
『
増
鏡
』
の
資
料
と
し
た
本
は
、
上
述
の
よ
う
に
古
本
系
の
作

者
が
使
用
し
た
本
と
同
じ
か
ど
う
か
は
不
明
な
の
だ
が
、
同
じ
系
統
の
も
の
、

つ
ま
り
「
増
鏡
」
依
拠
本
系
の
本
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
「
井
蛙
抄
」

に
「
弁
内
侍
日
記
に
書
て
侍
り
」
と
し
て
載
せ
る
、
後
嵯
峨
院
時
代
の
吉
田
泉

で
の
連
歌
の
御
会
の
折
り
の
逸
話
（
周
知
の
も
の
な
の
で
こ
こ
で
は
引
用
省
略
）

は
、
い
つ
の
も
の
か
認
定
で
き
ず
、
ど
ち
ら
の
系
統
の
本
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た

か
は
わ
か
ら
な
い
。

 
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
、
い
ま
一
つ
注
目
す
べ
き
資
料
が
あ
る
。
豊
原
寸
寸
の

『
二
四
砂
』
は
雅
楽
書
と
し
て
著
名
の
大
著
で
、
永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
の

成
立
で
あ
る
。
子
孫
へ
の
遺
訓
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
雅
楽
に
関
わ

る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
軍
陣
・
文
芸
・
筆
道
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
わ
た

っ
て
子
孫
の
心
得
と
な
る
よ
う
な
こ
と
ど
も
が
記
さ
れ
、
典
籍
か
ら
引
用
さ
れ

『
弁
内
侍
日
記
」
論
一
 
一
形
態
の
確
認
一

て
い
る
。
そ
の
巻
十
二
の
上
に
「
弁
内
侍
日
記
に
」
と
し
て
、
十
五
条
の
本
文

が
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
『
弁
内
侍
日
記
』
の
現
存
の
監
本
の
欠

を
補
い
得
る
も
の
の
存
在
す
る
こ
と
は
、
昭
和
八
年
十
一
月
、
 
『
体
源
砂
」
が

正
宗
俊
夫
氏
に
よ
っ
て
日
本
古
典
全
集
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
際
の
山
田

孝
雄
氏
の
解
説
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
く
し
も
そ
れ
を
再
紹
介
し
た
こ
と

 
 
（
4
）

が
あ
る
が
、
今
日
で
は
玉
井
幸
助
氏
の
「
弁
内
侍
日
記
新
註
」
の
増
訂
版
（
昭

和
四
一
年
二
月
）
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
現
存
諸
本
の
末
に
共
通

し
て
見
え
る
欠
損
が
『
体
源
砂
」
に
引
か
れ
て
い
る
本
文
に
は
犯
さ
れ
て
い
な

い
点
が
ま
ず
注
目
さ
れ
る
。
 
『
体
源
鋤
」
が
成
立
し
た
十
六
世
紀
の
初
め
の
頃

ま
で
は
、
現
存
諸
本
の
よ
う
な
本
文
の
欠
損
を
持
た
な
い
『
弁
内
侍
日
記
』
の

本
が
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
次
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
 
『
体
源
鋤
」
に
引
か
れ
る
本
文
が
現
存
の
『
弁
内
侍
日
記
」
の
範
囲
の

内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
存
の
『
弁
内
侍
日
記
』
の

段
数
を
年
次
別
に
数
え
、
 
「
旨
旨
砂
」
所
引
の
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
な
作
業

を
行
っ
て
表
示
し
て
み
よ
う
。

発
三
舞
二
同
三
卸
量

現
存
杢
三
二
四
三
三
二
九

体
藷
杢
工
三
皇

○

同
三
同
三
彩
四

二
四
二
三
二
八

二
山
△

一

 
『
体
全
戸
』
の
所
払
の
『
弁
内
侍
日
記
』
は
す
べ
て
現
存
本
に
含
ま
れ
て
い

る
。
統
秋
の
抜
粋
の
基
準
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
見

た
本
の
あ
る
場
所
か
ら
ま
と
め
て
抜
き
出
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
現
存
本
が
七
年
の
年
次
を
含
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
五
年
。
も
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と
も
と
弁
内
侍
が
母
の
服
喪
中
で
宮
申
に
い
ず
、
記
事
が
二
段
と
少
な
い
宝
治

二
年
置
別
に
す
れ
ば
、
宝
治
三
年
の
な
い
の
が
目
に
つ
く
程
度
で
あ
る
。
引
用

の
最
初
は
現
存
本
の
初
段
部
分
で
あ
り
、
最
後
は
、

 
 
神
泉
池
な
る
し
ろ
き
蓮
花
を
資
継
と
り
て
ま
い
り
た
り
し
を
、
か
さ
ね
よ

 
 
と
お
ほ
せ
あ
り
し
か
ば
、
弁
内
侍

 
 
 
 
は
ち
す
は
の
露
の
か
す
く
か
さ
ね
て
そ
に
こ
り
に
し
ま
ぬ
色
も
み

 
 
 
 
る
へ
き

で
、
こ
れ
は
現
存
本
の
末
に
近
い
一
六
三
段
で
あ
る
。
こ
う
見
て
く
る
と
、

『
体
源
紗
」
所
引
の
『
弁
内
侍
日
記
』
に
は
、
現
存
諸
本
が
犯
し
て
い
る
三
部

の
欠
損
こ
そ
な
い
も
の
の
、
そ
こ
に
続
け
て
さ
ら
に
多
量
の
記
事
-
七
年
分

も
の
記
事
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
十
六
世
紀
の
初
め
に

豊
原
統
秋
が
参
考
に
し
た
『
弁
内
侍
日
記
」
は
、
 
『
藩
臣
」
依
拠
本
系
で
は
な

く
、
現
存
本
系
の
『
弁
内
侍
日
記
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
現
存
本
に
あ
る
建
長
五
年
ま
で
を
と
っ
て
み
て
も
、
 
『
増
齢
」
依
拠
本
系
の

本
は
現
存
本
系
の
『
弁
内
侍
日
記
」
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
内
容
を
持
っ
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
 
『
増
鏡
」
依
拠
本
系
の
『
弁
内
侍
日
記
」
が
正
元
元
年
。

後
深
草
天
皇
譲
位
ま
で
の
記
事
を
有
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
に
し
て
も
、
現

存
本
系
の
『
弁
内
侍
日
記
』
も
本
来
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
 
『
体
源
紗
」
置
引
の
も
の
な
ど
も
考
え
合
わ
せ
て
、
現
存
本
は
も
と
も
と

こ
の
程
度
の
量
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
、
最
も
無
難
な
推
定
だ
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

二

『
弁
内
侍
日
記
」
は
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
始
ま
る
。

 
 
寛
元
四
年
正
月
二
十
九
日
、
富
の
小
路
殿
に
て
御
譲
位
な
り
。
そ
の
ほ
ど

 
 
の
事
ど
も
、
か
ず
か
ず
し
る
し
が
た
し
。
い
と
い
と
め
で
た
く
て
、
弁
証

 
 
侍
、

 
 
 
 
今
日
よ
り
は
わ
が
君
の
世
と
名
づ
け
つ
つ
月
日
し
空
に
あ
ふ
が
ざ
ら

 
 
 
 
め
や

 
後
嵯
峨
天
皇
の
譲
位
は
、
「
今
日
よ
り
は
わ
が
君
の
世
」
と
歌
っ
て
い
る
よ

う
に
、
弁
内
侍
が
仕
え
て
い
た
春
宮
（
後
深
草
天
皇
）
の
時
代
の
真
の
出
発
を

告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
記
述
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
即
位
の
日
の
こ
と
に

続
く
。

 
 
三
月
十
一
日
、
官
庁
に
て
御
即
位
。
春
の
日
も
こ
と
に
う
ら
ら
か
な
り
し

 
 
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
儀
式
ど
も
い
は
む
か
た
な
く
め
で
た
し
。
人
々
の
す
が

 
 
た
ど
も
め
づ
ら
か
に
見
え
侍
り
し
か
ば
弁
内
侍
、

 
 
 
 
玉
ゆ
ら
に
錦
を
よ
そ
ふ
姿
ど
も
千
と
せ
は
今
日
と
い
や
め
づ
ら
な
れ

 
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
事
柄
を
記
し
、
そ
の
場
の
中
で
詠
ん
だ
歌
を
書
く
こ
と

に
よ
っ
て
ど
の
段
も
構
成
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
一
つ
、
玉
井
氏
の
章
段
分
け
で

は
＝
二
九
段
だ
け
が
歌
を
含
ん
で
い
な
い
が
、
 
「
常
の
御
所
に
は
、
ぎ
や
う
え

ふ
の
丸
、
い
か
け
ち
に
ほ
ら
貝
を
す
り
た
る
御
厨
子
御
手
箱
二
つ
、
御
す
ず
り

御
半
挿
盟
」
で
始
ま
る
こ
の
段
は
、
 
「
六
月
二
十
八
日
、
閑
院
ど
の
へ
わ
た
ま

し
な
り
」
以
下
新
造
の
閑
院
御
所
へ
の
天
皇
の
遷
幸
の
記
述
に
続
い
て
、
御
所

の
し
つ
ら
い
を
描
い
た
も
の
で
、
さ
ら
に
次
の
段
に
続
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、

一
三
八
・
＝
二
九
・
一
四
〇
の
三
段
は
一
続
き
で
、
 
＝
二
九
段
に
歌
が
な
く
て

も
、
そ
れ
は
分
け
方
の
問
題
で
あ
っ
て
、
作
品
の
構
成
の
仕
方
に
揺
れ
が
あ
る

の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
歌
を
軸
に
し
て
、
玉
井
氏
の
分
け
方
で
は
、

一
七
五
の
章
段
が
集
積
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
＝
二
九
段
と
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前
後
の
段
は
一
つ
に
も
ま
と
め
ら
れ
る
し
、
＝
二
六
段
、

 
 
広
御
所
よ
り
見
や
れ
ば
、
か
つ
ら
と
い
ふ
も
の
の
、
あ
や
し
の
古
し
た
る

 
 
が
五
六
人
、
か
た
み
と
い
ふ
も
の
、
ひ
ぢ
に
か
け
て
参
る
。
あ
れ
も
お
ほ

 
 
や
け
も
の
ぞ
か
し
と
み
る
も
い
と
お
も
し
ろ
く
て
、
弁
内
侍
、

 
 
 
 
か
つ
ら
よ
り
あ
ゆ
つ
る
を
と
め
ひ
き
つ
れ
て
い
か
で
雲
井
の
ひ
な
み

 
 
 
 
し
る
ら
ん
（
傍
線
部
は
『
体
源
紗
」
に
よ
り
補
っ
た
も
の
）

は
、
 
「
五
月
五
日
、
三
条
の
中
納
言
の
も
と
よ
り
」
で
始
ま
る
一
三
五
段
と
同

一
の
日
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
前
段
と
続
け
て
一
段
と
し
た
い
な
ど
、

こ
の
一
七
五
と
い
う
数
字
に
は
若
干
の
揺
れ
ば
あ
る
の
だ
が
、
と
も
か
く
一
七

，
○
ほ
ど
の
章
段
に
よ
っ
て
作
品
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て

そ
の
う
ち
日
付
を
有
す
る
章
段
は
一
一
四
と
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
、
章
段

は
時
間
的
な
秩
序
に
従
っ
て
配
列
さ
れ
て
も
い
る
の
だ
が
、
一
つ
一
つ
が
独
立

し
た
存
在
で
、
章
段
と
章
段
と
を
結
び
付
け
る
つ
な
ぎ
の
こ
と
ば
は
全
く
使
わ

れ
て
い
な
い
し
、
話
の
展
開
な
ど
も
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
平
安
時
代
の
日

記
文
学
に
読
み
慣
れ
て
い
る
今
日
の
読
者
た
ち
の
目
に
は
、
見
慣
れ
な
い
も
の

と
し
て
映
り
、
記
録
や
家
集
と
の
近
さ
が
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
建
長
二
年
十
月
十
三
日
の
鳥
羽
殿
へ
の
朝
期
の
行
幸
を
記
し
た
一
二
二
段
の

後
半
に
、

 
 
還
御
の
の
ち
、
め
で
た
か
り
し
そ
の
日
の
事
ど
も
申
し
い
で
て
ぞ
、
め
し

 
 
た
る
ま
ね
、
た
れ
が
し
は
何
色
々
々
と
、
少
々
萩
の
戸
に
て
し
る
し
侍
り

 
 
し
に
、
太
政
大
臣
殿
の
う
ら
お
も
て
白
き
御
下
襲
、
こ
と
に
い
み
じ
く
お

 
 
ぼ
え
て
弁
内
侍

 
 
 
 
し
ろ
た
へ
の
鶴
の
毛
衣
な
に
と
し
て
染
め
ぬ
を
そ
む
る
色
と
い
ふ
ら

 
 
 
 
ん

『
弁
内
侍
日
記
」
論
一
 
i
形
態
の
確
認
一

と
あ
る
部
分
が
記
録
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
め
し
た
る
ま
ね
」
の
「
ま
ね
」
は
、
 
「
真
似
」
で
解
せ
な
い
こ
と
も
な
さ
そ

う
だ
が
、
こ
じ
つ
け
が
ま
し
く
、
玉
井
評
説
の
よ
う
に
「
き
ぬ
」
の
誤
写
で
あ

ろ
う
。
弁
内
侍
は
萩
の
戸
で
、
す
ば
ら
し
か
っ
た
そ
の
日
の
人
々
の
服
装
を
記

録
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
 
『
弁
内
侍
日
記
」
に
は
、
人
々
の
服
装

な
ど
何
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
朝
憲
の
行
幸
と
い
っ
て
も
、
鳥
羽
殿
の
様
子

の
す
ば
ら
し
さ
と
内
侍
た
ち
の
「
お
も
し
ろ
く
め
で
た
き
こ
と
ど
も
」
と
詠
歌

が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
下
襲
の
色
の
み
ご
と
さ
が
印
象
的
だ
っ
た
と

い
う
太
政
大
臣
実
氏
を
も
含
め
て
男
性
貴
族
た
ち
は
一
人
も
登
場
さ
せ
ら
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
段
が
書
き
記
さ
れ
た
の
は
萩
の
戸
で
の
記
録
よ
り
も

後
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
服
装
の
記
録
は
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の

記
録
は
『
弁
内
侍
日
記
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
は
性
質
を
異
に
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
の
分
け
方
で
は
歌
を
含
ま
な
い
と

し
て
あ
げ
た
一
三
九
段
の
よ
う
に
新
造
の
斎
院
御
所
の
し
つ
ら
い
を
細
か
に
記

し
た
り
、

 
．
二
月
二
十
八
日
年
号
か
は
り
て
宝
治
と
い
ふ
。
陣
の
定
め
の
人
々
大
蔵

 
 
卿
、
八
条
大
納
言
三
思
、
土
御
門
大
納
言
協
定
、
残
り
の
人
々
は
忘
れ
に
け

 
 
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
七
段
）

の
よ
う
に
人
名
を
列
挙
し
た
り
、
記
録
を
思
わ
せ
る
記
述
も
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
だ
が
、
後
者
の
場
合
は
、
摂
政
言
書
の
「
い
に
し
へ
の
陣
の
定
め
に
、
四

納
言
た
ち
い
か
に
ゆ
ゆ
し
か
り
け
む
」
云
々
と
い
う
発
言
を
導
く
た
め
の
人
名

の
列
挙
で
あ
り
、
朝
期
の
行
幸
に
天
皇
も
院
も
大
臣
も
公
卿
も
言
動
が
描
か
れ

ず
、
最
初
の
譲
位
や
即
位
の
段
の
、
 
「
そ
の
ほ
ど
の
事
ど
も
、
か
ず
か
ず
し
る

し
が
た
し
」
（
一
段
）
「
さ
ま
ざ
ま
の
儀
式
ど
も
い
は
む
か
た
な
く
め
で
た
し
」
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（
二
段
）
と
い
っ
た
程
度
の
儀
式
の
表
現
の
し
方
か
ら
し
て
も
、
 
『
弁
内
侍
日

記
」
が
記
録
の
目
的
で
書
か
れ
た
の
で
も
編
ま
れ
た
の
で
も
な
い
こ
と
は
わ
か

る
。
飛
鳥
井
雅
有
の
『
春
の
深
山
路
』
の
弘
安
三
年
（
＝
一
八
○
）
九
月
十
九

日
の
条
に
は
、
後
深
草
院
が
院
の
御
所
で
、
塗
籠
を
開
い
て
「
む
か
し
ょ
り
の

か
な
の
日
記
ど
も
と
う
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
」
雅
有
に
披
見
を
許
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。
 
「
日
ご
ろ
ゆ
か
し
が
る
な
れ
ば
、
み
る
べ
き
よ
し
」
の
仰
せ
に

雅
有
は
「
め
も
く
れ
心
も
ま
ど
ひ
な
が
ら
」
感
動
し
て
見
る
の
だ
が
、
嵯
峨
の

山
荘
で
藤
原
為
家
か
ら
「
土
左
の
日
記
、
紫
の
日
記
、
さ
ら
し
な
の
日
記
、
か

げ
ろ
ふ
の
日
記
」
な
ど
を
借
り
て
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
以
後
自
ら
も
か
な
で

日
次
の
日
記
を
書
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
（
嵯
峨
の
か
よ
ひ
）
総
有
が
「
日
ご
ろ
ゆ

か
し
」
が
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
御
所
の
塗
籠
に
納
め
ら
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
れ
は
女
房
た
ち
の
書
い
た
、
記
録
と
し
て
の

か
な
日
記
で
あ
っ
た
ろ
う
。
女
房
た
ち
が
記
録
と
関
わ
っ
て
い
た
ζ
と
が
考
え

ら
れ
、
萩
の
戸
で
の
弁
内
侍
の
所
為
も
公
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
の
だ
が
、
弁
内
侍
が
記
録
に
も
関
心
が
あ
り
、
彼
女
の
周
辺
に
記
録
や
メ
モ

が
か
な
り
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
し
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
よ
く
指
摘

さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
家
集
と
の
関
わ
り
を
示
す
記
事
も
あ
る
。
＝
七
段
、
建

長
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

 
 
 
八
月
十
五
夜
、
例
の
御
会
な
り
。
雨
ふ
り
て
い
と
く
ち
を
し
。
事
ど
も

 
 
は
て
て
つ
ま
ど
あ
け
さ
せ
給
ひ
て
御
覧
ぜ
ら
れ
し
か
ど
も
、
月
の
く
も
り

 
 
ざ
ま
い
と
く
ち
を
し
。
な
ご
り
に
阿
弥
陀
仏
連
歌
た
だ
三
人
せ
む
と
仰
せ

 
 
ご
と
あ
り
。
 
「
い
ひ
す
て
な
ら
ん
こ
そ
念
な
け
れ
。
少
将
お
ぼ
え
よ
」
と

 
 
そ
仰
せ
ご
と
あ
り
し
。
 
（
連
歌
題
句
省
略
）

 
 
夜
も
あ
け
は
な
れ
に
し
か
ば
、
残
り
は
又
の
御
連
歌
に
し
つ
が
ん
と
て
、

 
 
名
残
お
ほ
く
て
ぞ
か
へ
り
ま
み
り
に
し
。
こ
の
を
り
を
り
の
御
連
歌
を
、

 
 
大
納
言
の
三
位
殿
き
か
せ
給
ひ
て
、
 
「
こ
の
恋
草
の
御
連
歌
、
思
ひ
い
で

 
 
な
る
べ
し
。
そ
の
よ
し
の
歌
よ
み
て
家
の
集
な
ど
に
書
か
る
べ
し
」
と
仰

 
 
せ
ら
れ
し
か
ば
弁
内
侍

 
 
 
 
思
ひ
で
の
こ
と
の
は
と
な
る
草
な
ら
ば
な
な
く
る
ま
に
も
我
そ
つ
む

 
 
 
 
べ
き

 
『
菟
玖
波
集
』
巻
一
・
四
・
九
に
「
宝
治
元
年
八
月
十
五
夜
院
の
百
韻
連
歌

（
巻
一
。
傍
線
部
巻
四
「
仙
洞
連
歌
」
三
九
「
常
磐
井
殿
百
韻
連
歌
」
）
に
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）

と
い
う
詞
書
で
少
将
内
侍
の
連
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
。
五
八
段
に
「
八
月
十
五

夜
、
常
磐
井
殿
に
て
院
の
御
会
侍
り
し
に
」
と
あ
る
の
が
そ
の
時
の
会
で
、
一

一
七
段
式
御
会
も
「
例
の
」
と
も
あ
っ
て
、
連
歌
の
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
連
歌

の
例
会
果
て
て
後
、
後
嵯
峨
院
が
弁
内
侍
・
少
将
内
侍
姉
妹
を
特
に
誘
っ
て
の

連
歌
で
、
こ
の
上
な
い
名
誉
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
大
納
言
の
三
位
の
よ
う
な
こ

と
ば
が
か
け
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
誘
い
に
応
え
て
詠
ん
だ
歌
が
こ
こ
に
は
載

っ
て
い
る
。
 
『
弁
内
侍
日
記
」
は
家
集
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
静
嘉
堂
文
庫
蔵
和
学
講
談
豊
本
の
よ
う
に
「
後
深
草
院
弁
内
侍
家
集
」
と

い
う
内
題
を
持
つ
本
も
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
各
段
に
か
な
ら
ず
歌
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
家
集
と
し
て
い
よ
い
よ
ふ
さ
わ
し
く
思
え
て
く
る
。

し
か
し
、
家
集
と
し
て
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
点
も
あ
る
。
こ
こ
に
集
め
ら
れ
て

い
る
歌
は
す
べ
て
、
後
深
草
天
皇
の
御
所
を
中
心
と
し
た
公
的
な
場
で
詠
ま
れ

た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
前
掲
の
表
で
す
ぐ
目
に
つ
く
よ
う
に
宝
治
二
年
の

記
事
が
少
な
い
の
は
、
 
「
宝
治
二
年
忌
の
い
み
に
て
里
に
侍
り
し
に
」
 
（
七
五

段
）
と
あ
る
よ
う
に
、
母
の
喪
に
よ
っ
て
実
家
に
下
が
っ
て
い
た
た
め
で
、
十

二
月
十
九
日
の
夜
参
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
前
の
年
の
十
二
月
に
母
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は
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
悲
し
み
に
弁
内
侍
は
何
首
も
何
十
首
も
の

歌
を
詠
ん
だ
に
相
違
な
い
の
だ
が
、
 
『
弁
内
侍
日
記
」
に
は
母
の
死
の
悲
し
み

が
描
か
れ
て
も
い
な
い
し
、
挽
歌
も
載
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
公
の
場

で
の
出
来
事
と
歌
を
記
述
す
る
と
い
う
こ
の
作
品
の
主
題
と
深
く
関
わ
っ
て
の

意
図
的
な
所
為
だ
が
、
母
の
死
の
折
り
以
外
に
も
私
的
な
場
で
の
歌
も
か
な
り

作
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
父
藤
原
信
実
は
名
高
い
歌
人
で
あ
り
、
姉
藻
壁
門

院
少
将
、
妹
少
将
内
侍
と
三
姉
妹
揃
っ
て
優
れ
た
歌
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

た
弁
内
侍
の
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
公
私
を
問
わ
ず
歌
の
控
え
や
歌
稿
が
当
然

手
元
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
連
歌
の
控
え
。
連
歌
は
『
弁
内
侍
日
記
」

で
は
こ
こ
に
引
い
た
阿
弥
陀
仏
連
歌
の
よ
う
な
特
別
の
場
合
を
除
い
て
は
記
載

し
な
い
の
が
原
則
で
、
飛
鳥
井
雅
有
の
か
な
日
記
に
し
て
も
そ
う
な
の
だ
が
、

控
え
は
作
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
 
『
菟
玖
波
集
」
に
は
前
述
の
宝
治
元
年
八
月

十
五
夜
の
院
百
韻
連
歌
の
折
り
の
も
の
と
明
記
さ
れ
た
も
の
が
七
個
所
に
八

句
。
そ
の
作
者
は
、
後
嵯
峨
院
一
（
巻
一
巻
頭
句
）
、
山
科
入
道
左
大
臣
（
藤

原
実
雄
、
会
の
年
は
権
大
納
言
）
二
（
日
本
古
典
全
書
で
三
五
九
・
九
五
六
）
、

前
大
納
言
為
家
（
大
納
言
）
 
一
（
三
三
五
ノ
後
）
、
前
大
納
言
為
氏
（
頭
中
将
）

発
句
一
（
二
＝
九
）
、
そ
れ
に
少
将
内
侍
三
（
六
〇
・
三
三
五
ノ
前
・
七
五

九
）
で
あ
り
、
大
物
・
大
家
が
並
ん
で
い
る
中
で
、
少
将
内
侍
の
句
が
最
も
多

く
採
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
巻
四
の
三
三

五
で
あ
る
。

 
 
山
里
は
人
の
た
よ
り
ぞ
な
か
り
け
る
 
と
侍
る
に

 
 
そ
よ
と
も
す
れ
ば
荻
の
う
は
風
 
と
侍
る
に
 
後
深
草
院
少
将
内
侍

 
 
さ
ら
ぬ
だ
に
寝
覚
が
ち
な
る
秋
の
夜
に
 
 
前
大
納
言
為
家

連
歌
で
は
付
け
句
が
聞
題
に
さ
れ
、
 
『
菟
玖
波
集
」
で
も
前
句
に
は
作
者
名

『
弁
内
侍
日
記
」
論
一
 
i
形
態
の
確
認
i

が
な
い
。
こ
の
場
合
も
「
山
里
は
」
の
句
に
は
作
者
名
が
な
い
の
だ
が
、
そ
れ

に
続
け
て
二
つ
の
句
を
作
者
名
と
共
に
採
る
。
為
家
の
句
を
採
り
た
い
の
で
あ

れ
ば
、
少
将
内
侍
の
句
を
ま
ず
無
記
名
で
示
し
、
そ
れ
に
為
家
の
句
を
続
け
る

と
い
う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
各
句
に
作
者
名
を
記
す
必
要
の
あ
る
短
連
歌
は

別
と
し
て
、
長
連
歌
か
ら
の
付
け
句
で
、
二
句
以
上
を
作
者
名
を
付
し
て
載
せ

て
い
る
の
は
『
菟
玖
波
集
」
中
十
六
例
あ
る
が
、
少
将
内
侍
の
句
を
含
む
も
の

が
三
（
他
に
七
一
六
・
九
七
〇
）
、
弁
内
侍
の
句
を
含
む
も
の
二
（
七
六
八
・

八
二
二
）
、
二
人
の
句
を
含
む
も
の
一
（
七
四
八
）
と
、
こ
の
姉
妹
に
関
わ
る

も
の
が
実
に
六
例
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
（
他
の
例
は
五
七
九
・
六
九
六
・

九
六
八
・
一
〇
四
四
・
一
二
九
八
・
一
四
四
四
・
一
四
五
七
・
一
五
四
六
・
一

八
四
五
・
一
八
六
四
）
。
 
『
菟
玖
波
集
」
へ
の
入
句
数
も
弁
内
侍
一
三
、
少
将

内
侍
一
五
と
こ
の
二
人
は
女
性
で
は
群
を
抜
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
い

ず
れ
も
二
人
の
連
歌
の
評
価
の
高
さ
を
語
っ
て
も
い
る
の
だ
が
、
総
合
し
て
考

え
れ
ば
、
宝
治
の
院
の
連
歌
の
も
の
を
も
合
わ
せ
て
弁
内
侍
な
り
少
将
内
侍
な

り
-
1
お
そ
ら
く
は
後
者
一
の
手
に
な
る
資
料
が
あ
っ
て
、
 
『
菟
玖
波
集
」

の
撰
集
資
料
と
な
っ
た
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
 
「
弁
内
侍
日
記
」
の
成
立

と
少
将
内
侍
と
の
関
係
の
深
さ
は
次
回
に
述
べ
る
つ
も
り
だ
が
、
以
上
見
て
き

た
よ
う
に
、
弁
内
侍
と
そ
の
周
辺
に
は
、
多
く
の
歌
稿
や
連
歌
資
料
の
あ
っ
た

こ
と
が
推
論
し
う
る
の
で
あ
る
。
、
『
弁
内
侍
日
記
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
は

そ
の
中
か
ら
あ
る
意
図
に
そ
っ
て
選
び
取
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
普
通
の
家
集

と
は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
『
弁
内
侍
日
記
」
の
構
成
要
素
な
い
し
は
そ
の
基
に
な
っ
た
手
控
え
の
他
に

も
弁
内
侍
の
周
辺
に
は
多
く
の
記
録
、
歌
稿
、
連
歌
資
料
な
ど
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
を
基
に
幾
種
類
も
の
作
品
が
ま
と
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
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『
増
鏡
」
な
ど
を
見
る
と
複
数
の
作
品
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
作

品
論
の
対
象
と
し
う
る
の
は
現
存
の
『
弁
内
侍
日
記
」
以
外
に
は
な
い
の
で
あ

る
。 注

21345

『
彰
考
館
本
 
弁
内
侍
日
記
』
 
昭
和
六
一
年
三
月
 
和
泉
書
院

弁
内
侍
日
記
考
 
大
阪
府
立
大
学
紀
要
 
人
文
社
会
科
学
 
＝
一
昭

和
三
九
年
三
月

『
増
鏡
』
と
和
歌
 
観
賞
日
本
古
典
文
学
 
 
『
大
鏡
・
増
鏡
」
 
所
収

昭
和
五
一
年
一
月
角
川
書
店

K
・
M
 
「
弁
内
侍
日
記
」
校
訂
の
一
資
料
 
日
本
文
学
論
稿
 
一

昭
和
三
六
年
一
〇
月

日
本
古
典
全
書
は
六
〇
の
作
者
名
を
後
深
草
院
弁
少
将
内
侍
と
す
る

が
、
誤
り
。
金
子
金
治
郎
氏
『
菟
玖
波
集
の
研
究
」
所
収
の
広
島
大
学

本
は
後
深
草
院
少
将
内
侍
。
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