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一
、『
難
後
拾
遺
』
成
立
の
背
景

　
『
難
後
拾
遺
』（
難
後
拾
遺
抄
と
も
）は
第
四
番
目
の
勅
撰
集
で
あ
る『
後

拾
遺
集
』（
白
河
天
皇
下
命
・
藤
原
通
俊
撰
）に
収
載
さ
れ
た
八
十
四
首（
一

首
は
『
拾
遺
集
』
の
歌
）
に
つ
い
て
難
じ
た
歌
学
書
で
あ
り
、
作
者
は
源

経
信
ま
た
は
そ
の
子
で
あ
り
第
五
番
目
の
勅
撰
集
『
金
葉
集
』
の
撰
者
で

あ
る
源
俊
頼
と
さ
れ
て
い
る
。

　

藤
原
通
俊
が
『
後
拾
遺
集
』
を
撰
し
た
際
の
事
情
に
つ
い
て
は
先
行
研

究
を
少
し
長
く
引
用
す
る
。
藤
原
清
輔
の
『
袋
草
紙
』（

1
（

（
上
巻　

故
撰
集

子
細
）
に
は
「
通
俊
卿
一
人
撰
レ
之
。
如
レ
序
承
保
之
比
奉
レ
之
、
応
徳
三

年
九
月
十
六
日
奏
レ
之
。」と
み
え
る
が
、こ
れ
に
つ
い
て
上
野
理
氏
は『
後

拾
遺
集
前
後
』（

2
（

で
「
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
九
月
に
天
皇
と
通
俊
は
勅

撰
集
の
編
纂
を
考
え
た
が
、
そ
の
仕
事
に
と
り
か
か
る
の
は
、
九
年
後
の

応
徳
元
年
（
一
〇
八
四
）
六
月
、
完
成
は
応
徳
三
年
九
月
で
あ
る
。
通
俊

は
仕
事
の
お
く
れ
を
多
忙
故
と
す
る
が
、
勅
撰
集
の
編
集
を
大
切
に
す
れ

ば
本
務
の
や
り
く
り
を
し
、
他
の
近
臣
に
て
つ
だ
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
で

き
た
か
も
し
れ
な
い
。
承
保
二
年
に
通
俊
二
九
歳
、
天
皇
二
三
歳
で
近
臣

も
み
な
若
く
、
歌
人
と
し
て
の
自
信
も
も
っ
て
は
い
な
い
。
い
ま
選
定
し

た
な
ら
ば
、
白
河
朝
の
歌
人
の
歌
は
一
首
も
拾
え
ず
、
彼
ら
が
反
撥
し
、

そ
れ
ゆ
え
に
歌
会
を
ひ
ら
き
、
勅
撰
集
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る
、
摂
関
政

治
最
盛
期
の
歌
人
の
歌
の
み
を
収
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
天
皇
や
通
俊
に
、

す
ぐ
に
勅
撰
集
を
作
る
気
持
ち
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。」
と
述
べ
る
。
ま

た
平
田
喜
信
氏
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
解
説
で

「
後
三
条
・
白
河
両
朝
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
天
皇
親
裁
を
目
指
し
て
の
政

治
動
向
は
、実
は
、外
戚
の
地
位
を
離
れ
た
摂
関
家
の
衰
微
と
も
あ
い
ま
っ

て
、
天
皇
と
天
皇
を
と
り
ま
く
新
勢
力
に
よ
る
政
治
権
力
の
確
立
を
目
論

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
難
後
拾
遺
』
考
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ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。（
中
略
）
白
河
朝
に
お
け
る
歌
界

の
あ
り
か
た
も
ま
た
、
こ
う
し
た
政
治
状
況
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
付
い

て
い
た
。
こ
の
時
期
、
和
歌
へ
の
関
心
は
急
速
に
高
ま
り
を
見
せ
、
天
皇

を
中
心
に
し
た
歌
会
、
歌
合
の
度
数
は
い
ち
じ
る
し
く
増
大
す
る
が
、
そ

こ
に
参
加
し
た
者
の
多
く
は
職
事
弁
官
を
経
験
し
た
侍
臣
や
有
力
な
受
領

た
ち
な
ど
、
親
政
を
推
し
進
め
る
際
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
人
々

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
比
し
て
、
摂
関
家
主
催
の
歌
会
な
ど
は
次
第
に
影
を

ひ
そ
め
、
歌
合
行
事
の
企
て
も
間
遠
に
な
っ
て
い
く
。
官
界
に
お
け
る
新

し
い
力
関
係
は
、
よ
う
や
く
文
芸
の
世
界
に
も
浸
透
し
よ
う
と
し
て
い
た

の
で
あ
る
。『
後
拾
遺
集
』
の
編
纂
が
企
図
さ
れ
、
撰
者
と
し
て
通
俊
に

白
羽
の
矢
が
立
て
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
あ
っ

た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
後
拾
遺
集
』
撰
者
の
選
定
に
は

摂
関
政
治
の
衰
退
と
い
う
時
代
背
景
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

後
世
、
清
輔
は
『
袋
草
紙
』（
上
巻　

撰
二
萬
葉
集
一
或
称
二
大
同
朝
一

疑
二
桓
武
時
一
事
）
で
「
于
レ
時
有
二
経
信
匡
房
者

。一　

此
道
之
英
才
、
先
達

也
。
不
レ
奉
レ
之
、
如
何
。
但
或
人
云
、
私
撰
之
後
、
取
二
御
気
色
一
云
々
。

于
レ
時
有
二
難
後
拾
遺
云
物

。一　

世
以
称
二
経
信
之
所
為

。一　

通
俊
見
レ
之

云
々
。」
と
、経
信
や
匡
房
の
よ
う
な
優
れ
た
才
を
持
つ
者
を
『
後
拾
遺
集
』

の
撰
者
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
お
り
、
も
と
は
通
俊
の
私

撰
集
で
あ
っ
た
と
す
る
「
或
人
」
の
言
も
載
せ
て
い
る
。
こ
の
「
或
人
」

の
言
に
つ
い
て
久
曾
神
昇
氏
は『
歌
学
大
系
』「
難
後
拾
遺
」（

3
（

の
解
題
で「
誤

と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。」
と
す
る
。「
当
時
通
俊
よ
り
も
適
当
と
思
は
れ
る

源
経
信
、大
江
匡
房
な
ど
が
ゐ
た
為
に
生
じ
た
説
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。

匡
房
は
特
に
漢
学
者
で
あ
る
の
で
暫
く
別
と
す
る
も
、
経
信
は
や
は
り
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
奏
覧
に
先
立
っ
て
、
経
信
の
校
閲
を

受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
経
信
が
「
神
妙
之
由
」
を
述
べ
た
の
で
、

通
俊
は
、
そ
の
言
を
信
じ
て
奏
覧
し
た
の
で
あ
ら
う
。
経
信
は
快
く
思
は

な
か
っ
た
の
で
、
形
の
ご
と
く
「
神
妙
之
由
」
は
申
し
て
お
き
な
が
ら
、

早
速
非
難
を
始
め
た
や
う
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
後
拾
遺
問
答
で
あ
る
。」

と
い
う
。『
後
拾
遺
問
答
』
は
現
在
散
佚
し
て
い
る
が
、『
袋
草
紙
』（
下

巻　

故
人
和
歌
難
）
に
「
後
拾
遺
問
答
云
、

問
者
、
経
信
卿

答
者
、
通
俊
卿

」
と
し
て
六
首
に
つ

い
て
問
答
が
あ
り
、
ま
た
『
袖
中
抄
』（
第
四　

わ
か
く
さ
の
つ
ま
）
に

も
「
後
拾
遺
問
答
云
、（
中
略
）
経
信
卿
問
云
、（
中
略
）
通
俊
卿
答
云
」

な
ど
と
み
え
る
。
久
曾
神
氏
は
『
袋
草
紙
』
に
引
用
さ
れ
た
六
首
の
う
ち

「
二
首
は
現
存
後
拾
遺
抄
に
は
見
え
な
い
。
奏
覧
の
後
に
多
少
改
め
た
為

で
あ
ら
う
か
。（
中
略
）
難
後
拾
遺
抄
は
そ
の
後
に
成
っ
た
の
で
あ
る
。」

と
い
う
。
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二
、『
難
後
拾
遺
』
の
作
者

　

清
輔
は
『
袋
草
紙
』（
上
巻　

雑
談
）
で
『
後
拾
遺
集
』
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

後
拾
遺
末
代
規
模
集
也
。
雖
レ
然
彼
時
有
二
種
々
誹
謗
一
云
々
。

「
末
代
規
模
集
」
と
は
芦
田
耕
一
氏（

4
（

に
よ
れ
ば
、「
後
拾
遺
集
（
一
〇
八
六

年
成
立
）
は
「
末
代
」
に
お
い
て
手
本
、
規
範
で
あ
る
勅
撰
集
で
あ
る
と

い
う
の
だ
が
、（
中
略
）
当
代
は
末
代
で
あ
る
の
で
後
拾
遺
集
が
規
範
に

な
る
」
の
だ
が
、
と
は
い
え
当
時
は
さ
ま
ざ
ま
な
誹
謗
が
あ
っ
た
の
だ

と
い
う
。
そ
の
後
に
経
信
の
孫
で
あ
り
俊
頼
の
子
で
あ
る
俊
恵
が
清
輔
に

語
っ
た
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

又
難
後
拾
遺
と
云
物
有
。
世
以
称
二
経
信
卿
之
所
為
一

。
而
近
年
俊

頼
朝
臣
子
息
僧
俊
恵
相
語
云
、
吾
妹
女
房
逝
去
之
後
、
彼
遺
物
ヲ
開

見
之
処
、
故
頭
遺
草
少
々
。
其
中
有
二
件
難
後
拾
遺
之
草
案

。一　

故

頭
之
手
跡
也
。
若
彼
所
為
歟
云
々
。
予
案
レ
之
若
以
二
帥
口
状
一
執
筆

間
草
歟
。

　

こ
の
部
分
に
つ
い
て
久
曾
神
氏
は
「
経
信
は
す
で
に
七
十
余
歳
の
高
齢

で
あ
り
、
俊
頼
は
明
確
に
し
が
た
い
が
、
三
十
歳
前
後
で
あ
つ
た
や
う
に

思
は
れ
、
口
授
を
執
筆
し
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
や
う
で
あ
る
。

殊
に
本
書
の
序
に
「
人
に
よ
ま
せ
て
聞
つ
れ
ば
」
と
あ
る
は
、
そ
れ
を
裏

書
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
従
つ
て
清
輔
の
推
定
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ら

う
。」
と
い
い
、作
者
経
信
説
を
と
っ
て
い
る
。
上
野
氏
も
「『
難
後
拾
遺
』

の
著
者
を
経
信
と
す
る
こ
と
に
、
従
来
、
ま
っ
た
く
疑
問
が
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い
が
、
内
容
を
み
れ
ば
、
経
信
以
外
に
著
者
を
考
え
る
こ
と
は

む
ず
か
し
い
。」
と
さ
れ
る
。
久
曾
神
氏
と
上
野
氏
が
根
拠
の
一
つ
と
す

る
の
が
巻
三
（
一
七
八
）「
わ
が
や
ど
の
」
歌
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。

以
下
引
用
本
文
は
『
歌
学
大
系
』
に
よ
っ
た
。（　
　

）
は
続
群
書
類
従

本
を
以
て
誤
脱
を
補
訂
し
た
も
の
。

　
　
　
　
（
つ
く
し
大
山
寺
と
い
ふ
所
に
て
歌
合
し
侍
け
る
に
よ
め
る
）

 

元
慶
法
師　
　
　
　
　

　
　

わ
が
や
ど
の
か
き
ね
な
す
ぎ
そ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
い
づ
れ
の
さ
と
も
お
な

じ
う
の
花

　
　
　
　
　

 

此
歌
は
、
つ
く
し
に
は
べ
り
し
ほ
ど
良
暹
と
い
ふ
そ
う
の
、

わ
が
よ
み
た
る
と
な
ん
い
ふ
と
き
ゝ
て
、
こ
れ
は
ふ
る
歌
と

ぞ
き
く
と
か
侍
し
は
、
七
十
の
ほ
う
し
の
わ
が
ゝ
み
に
よ
め

り
し
か
ば
、
そ
ら
ご
と
ゝ
は
お
ぼ
え
ず
と
ま
う
し
し
を
、
元

慶
法
師
と
か
き
つ
け
ら
れ
て
侍
し
を
、
こ
の
集
え
ら
ば
れ
た

る
人
に
と
ひ
は
べ
り
し
か
ば
、
実
源
法
師
が
つ
く
し
に
あ
り

け
る
ほ
ど
、
元
慶
と
い
う
ふ
も
の
ゝ
ま
さ
し
う
よ
み
た
り
し
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を
見
し
な
り
と
ま
う
せ
ば
、
そ
の
よ
し
を
か
き
た
る
な
り
と

あ
る
を
、
実
源
が
つ
く
し
に
あ
り
け
る
こ
と
は
、
資
通
大
弐

の
つ
か
ひ
な
り
。
良
暹
が
わ
が
歌
と
ま
う
し
し
こ
と
は
、
そ

の
さ
き
の
こ
と
な
り
。
良
暹
が
ふ
る
歌
を
わ
が
と
い
ひ
け
る

に
や
あ
ら
ん
。
元
慶
が
歌
と
い
ふ
こ
と
は
そ
ら
ご
と
な
り
。

も
し
元
慶
法
師
が
良
暹
が
歌
か
き
て
い
だ
し
た
り
け
る
に
や

あ
り
け
ん
。
い
づ
れ
に
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
れ
ど
、
空

ご
と
な
り
と
お
も
う
た
ま
ふ
れ
ば
か
き
つ
く
る
也
。

　
『
難
後
拾
遺
』
の
作
者
が
筑
紫
に
い
た
こ
ろ
、
良
暹
が
「
わ
が
や
ど
の
」

歌
を
自
分
が
詠
ん
だ
も
の
だ
と
い
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
こ
の
集
え
ら
ば

れ
た
る
人
」
に
問
う
た
と
い
う
出
来
事
に
つ
い
て
上
野
氏
は
「
ま
ず
、『
後

拾
遺
問
答
』
の
経
信
を
考
え
る
べ
き
だ
。」
と
い
い
、
ほ
か
に
も
赤
染
衛

門
が
詠
ん
だ
（
一
九
三
）「
な
か
ぬ
よ
も
」
歌
に
つ
い
て
書
か
れ
た
「
こ

の
歌
合
は
、
右
方
に
て
は
べ
り
し
か
ば
、
そ
の
ほ
ど
の
こ
と
は
く
は
し
う

き
ゝ
た
ま
へ
し
な
り
。」
と
い
う
立
場
に
あ
っ
て
、『
難
後
拾
遺
』
成
立
時
、

「
多
く
は
没
し
、
当
時
活
動
を
つ
づ
け
る
の
は
、
七
二
歳
の
民
部
卿
経
信

一
人
で
あ
ろ
う
。」
と
断
じ
て
い
る
。

一
方
、関
根
慶
子
氏
は『
難
後
拾
遺
集
成
』（

5
（

の
は
し
が
き
で「『
難
後
拾
遺
』

は
、『
袋
草
紙
』
以
後
『
古
来
風
體
抄
』・『
八
雲
御
抄
』
等
に
も
『
源
経
信
』

の
述
作
と
し
て
信
ぜ
ら
れ
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
今
日
も
著
者
を
経
信

と
す
る
に
異
論
は
殆
ど
出
て
い
な
い
が
、
い
ま
一
度
検
討
し
て
み
る
必
要

は
あ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

三
、『
難
後
拾
遺
』
の
伝
本

　
『
難
後
拾
遺
』
の
伝
本
は
多
く
な
く
、
翻
刻
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
歌

学
大
系
本
、
続
群
書
類
従
所
収
本
、
八
代
集
全
註
所
収
本（

6
（

の
他
、『
難
後

拾
遺
集
成
』
に
竜
氏
旧
蔵
契
沖
本
、
神
宮
文
庫
本
が
あ
り
、
契
沖
本
等
と

の
相
違
が
少
な
い
清
水
浜
臣
校
本
（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
）
は
校
異
や
書
き
入

れ
が
記
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
ら
の
伝
本
を
整
理
さ
れ
た
も
の
を
お
借
り
し
、

簡
略
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

一
、
神
宮
文
庫
本

　
　

一
、
諸
他
本

　
　
　
　
　

○ 

貞
和
等
奥
書
本
（
静
嘉
堂
文
庫
清
水
浜
臣
本
・
彰
考
館
本
・

八
代
集
全
註
所
収
本
な
ど
）

　
　
　
　
　

○ 

契
沖
本
（
竜
氏
旧
蔵
契
沖
本
・
東
大
総
合
図
書
館
片
野
氏

旧
蔵
本
な
ど
）

　
　
　
　
　

○
そ
の
他
（
歌
学
大
系
本
・
続
群
書
類
従
本
な
ど
）

　

関
根
氏
は
神
宮
文
庫
本
を
「
諸
本
の
う
ち
独
り
特
異
な
系
統
の
本
文
を

有
す
る
」
と
し
、「
目
下
の
と
こ
ろ
大
き
く
二
系
統
と
な
り
、
諸
他
本
は
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大
体
三
群
に
分
け
て
お
く
の
が
便
宜
か
と
思
わ
れ
る
。」
と
す
る
。
ま
た

そ
の
書
写
年
代
を
近
世
と
し
、
他
本
も
す
べ
て
近
世
の
書
写
で
あ
る
。

四
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
難
後
拾
遺
』

　

さ
て
、
平
成
十
年
（
一
九
九
八
）
に
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
よ
り
『
後
拾

遺
和
歌
集　

難
後
拾
遺
』（

7
（

が
刊
行
さ
れ
た
。
後
藤
祥
子
氏
に
よ
る
『
難
後

拾
遺
』の
解
題
に「
十
四
世
紀
を
下
ら
な
い
書
写
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
中

略
）
近
世
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
『
難
後
拾
遺
』
の
伝
本
に
は

じ
め
て
中
世
の
書
写
本
の
出
現
を
み
た
こ
と
に
な
る
。」
と
あ
る
よ
う
に
、

大
変
貴
重
な
写
本
で
あ
る
。
書
誌
は
「
縦
二
一
・
一
セ
ン
チ
、
横
一
四
・
一

セ
ン
チ
の
楮
紙
綴
葉
装
、
表
紙
共
紙
の
略
装
で
外
題
「
難
後
拾
遺
」
も

打
ち
付
け
書
き
。（
中
略
）
一
オ
よ
り
漢
字
片
仮
名
混
じ
り
文
で
、
一
面

十
一
～
十
二
行
詰
め
に
書
き
、（
中
略
）識
語
奥
書
の
類
は
な
い
。」と
あ
る
。

　

本
文
系
統
に
つ
い
て
は
同
じ
く
解
題
で
「
相
互
に
微
細
異
同
が
錯
綜
し

て
容
易
に
立
て
難
い
が
、
歌
序
や
文
章
の
流
れ
に
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ

な
い
も
の
の
、
該
本
は
（
中
略
）
現
在
ま
で
に
知
ら
れ
て
き
た
ど
の
本
と

も
共
通
す
る
も
の
を
見
な
い
」
と
し
て
誤
脱
と
特
異
本
文
の
例
を
い
く
つ

か
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
関
根
氏
も
『
難
後
拾
遺
集
成
』
で
「
強
い
て

系
統
を
立
て
る
必
要
も
あ
る
ま
い
」
と
い
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
特
異
本
文
と
思
わ
れ
る
も
の
に
も
い
く
つ
か
他
本
と
共

通
す
る
部
分
が
み
ら
れ
る
の
で
次
に
挙
げ
、
そ
の
際
、
後
藤
氏
に
倣
っ
て

微
細
な
異
同
は
省
い
た
。
以
下
、本
文
の
引
用
は
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書『
難

後
拾
遺
』（
以
下　

冷
）
に
よ
る
。
濁
点
や
句
読
点
は
主
に
歌
学
大
系
の

翻
刻
を
参
考
に
私
に
加
え
た
。
異
同
を
挙
げ
た
四
本
の
記
号
は
神
宮
文
庫

本
（
神
）、
八
代
集
全
註
所
収
本
（
八
）、
竜
氏
旧
蔵
契
沖
本
（
竜
）、
歌

学
大
系
本
（
歌
）
と
し
た
。
用
例
冒
頭
（　
　

）
の
漢
数
字
は
『
後
拾
遺

集
』
の
番
号
。

（
四
一
）

　
　
　
　

春
な
に
は
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て

　
　

は
る
〴
〵
と
や
へ
の
し
ほ
ぢ
に
お
を
く
あ
み
を
た
な
び
く
も
の
は
か

す
み
な
り
け
り

　
　
　
　

こ
の
う
た
は
を
か
し
う
よ
み
た
る
を
あ
る
も
の
ゝ
い
ひ
し
は
貫

之
が
哥
に
か
は
ら
ぬ
。
い
か
で
え
ら
び
い
で
ら
れ
た
る
に
か
あ

ら
む
と
て
そ
の
哥
と
は
き
た
ま
へ
ざ
り
し
は
も
し

　
　
　
　

 

ま
か
せ
た
れ
ば
は①

る
の
つ
な
で
は
を
の
づ
か
ら
か
す
み
た
な
び

く
も
の
に
や
は
あ
ら
ぬ

　
　
　
　

 
と
集②

に
か
ゝ
れ
た
る
に
や
あ
ら
む
。
そ
れ
に
て
は
こ
の
哥
は
か

す
み
た
な
び
く
と
い
ふ
こ
と
を
ふ③

し
に
て
あ
る
を
と
り
た
れ
ば
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難④

は
い
は
れ
た
れ
と
か
ば
か
り
に
た
る
は
さ
の
み
こ
そ
あ
れ
。

（
以
下
貫
之
・
花
山
院
等
六
首
を
引
用
す
る
が
略
）

　

①　

は
る
の
つ
な
で
は

（
神
）
は
る
の
つ
な
て
は

（
八
）
春
の
つ
な
で
は

（
竜
）
よ
る
の
霞
は

（
歌
）
春
の
霞
は

　

②　

集
に
か
ゝ
れ
た
る

（
神
）
集
に
か
ゝ
れ
た
る

（
八
）
集
に
か
ゝ
れ
た
る

（
竜
）
集
に
か
ゝ
れ
た
る

（
歌
）
集
に
い
れ
た
る

　

③　

ふ
し
に
て
あ
る
を
と
り
た
れ
ば

（
神
）
ふ
し
に
て
あ
る
を
と
り
た
れ
は

（
八
）
ふ
し
に
て
あ
る
を
と
り
た
れ
ば

（
竜
）
ふ
し
ん
に
て
あ
る
を
と不
審
（
朱
（

め
た
れ
ば

（
歌
）
本
に
て
あ
る
を
と
り
た
れ
ば

　

④　

難
は
い
は
れ
た
れ
と
か
ば
か
り
に
た
る
は

（
神
）
難
は
い
は
れ
た
れ
と
か
は
か
り
に
た
る
は

（
八
）
な
し

（
竜
）
な
し

（
歌
）
な
し

（
四
七
）

　
　
　
　

屏
風
の
會
に
と
り
お
ほ
く
む
れ
ゐ
た
る
と
こ
ろ
を
た⑤

び
ゝ
と
眺

望
す
る
を

 

長
能　
　
　
　
　

　
　

か
り
に
こ
ば
ゆ
き
て
も
み
ま
し
か
た
を
か
の
あ
し
た
の
は
ら
に
き
ゞ

す
な
く
な
り

　
　
　
　

も
し
ゆ
き
ど
こ
ろ
に
や
あ
り
け
ん
。
た
ゞ
こ
の
哥
題
に
と
り
お

ほ
く
む
れ
ゐ
た
り
と
か⑥

き
た
る
は
、水
鳥
な
ど
に
や
あ
り
け
む
。

さ
ら
ば
き
ゞ
す
と
よ
ま
れ
た
る
は
い
か
ゞ
あ
ら
ん
。
鳥
な
ど
は

い
づ
れ
も
を
な
じ
こ
と
か
。
花⑦

鳥
と
詩
題
に
あ
る
は
う
ぐ
ひ
す

の
は
な
と
お
も
ひ
な
ら
は
し
た
る
を

丞
相
の
御
時

　
　
　
　

詩
に
鳥
の
か
た
に
つ
る
を
つ
く
ら
れ
た
る
こ
と
も
あ
り　

又
か
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り
て
も
ゆ
き
て
ぞ
み
ま
し
と
あ
る
め
れ
ば
、
み
む
に
は
い
か
な

る
と
り
に
て
も
と⑧

か
と
も
あ
る
ま
じ
き
に
や
は
さ
る
べ
し
と
も

お
ぼ
へ
ぬ
な
り
。
ま⑨

た
く
た
び
ゞ
と
を
よ
み
て
□

（
と
）り

の
こ
と
を

よ
ま
ぬ
に
や
あ
ら
む
。
お
ぼ
つ
か
な
し
。

　

⑤　

た
び
ゝ
と
眺
望
す
る
を

（
神
）
旅
人
眺
望
し
た
る
を

（
八
）
人
〴
〵
眺
望
し
た
る
と
こ
ろ
を

（
竜
）
人
々
眺
望
し
た
る
と
こ
ろ
を

（
歌
）
人
々
眺
望
し
た
る
と
こ
ろ
を

　

⑥　

か
き
た
る
は

（
神
）
書
た
る
は

（
八
）
書
た
る
は

（
竜
）
か
き
た
る
は

（
歌
）
か
き
た
る
を

　

⑦　

花
鳥
と
詩
題
に
あ
る
は
う
ぐ
ひ
す
の
は
な
と

（
神
）
花
鳥
と
詩
題
に
あ
る
は
鴬
と
花
と

（
八
）
花
鳥
と
詩
題
に
あ
る
は
鴬
と
花
と

（
竜
）
花
鳥
も
詩
題
に
あ
る
は
う
く
ひ
す
と
は
な
と

（
歌
）
花
鳥
の
詩
題
に
あ
る
は
、
鴬
と
は
な
と

　

⑧　

と
か
と
も
あ
る
ま
じ
き
に
や
は
さ
る
べ
し
と
も

（
神
）
鳥
か
と
見
ま
し
に
や
は
あ
ら
ん
た
か
ゝ
り
を
そ
へ
た
れ
と
つ
ゝ
き

の
さ
る
へ
し
と
も

（
八
）
と
り
か
と
見
る
ま
じ
き
に
や
は
あ
ら
ん
、
た
か
ゞ
り
を
そ
へ
た
れ

ど
、
つ
ゞ
き
の
さ
る
べ
し
と
も

（
竜
）
と
り
か
と
み
る
ま
し
き
に
や
は
あ
ら
ん
た
か
ゝ
り
を
そ
へ
た
れ
と

つ
ゝ
き
の
さ
る
へ
し
と
も

（
歌
）
と
り
か
と
見
る
ま
じ
き
に
や
は
あ
ら
ん
。
た
か
ゞ
り
を
そ
へ
た
れ

ど
、
つ
ゞ
き
の
さ
る
べ
し
と
も

　

⑨　

ま
た
〳
〵
た
び
ゞ
と
を
よ
み
て
□
（
と
（り

の
こ
と
を
よ
ま
ぬ
に
や
あ
ら
む

（
神
）
只
旅
人
を
よ
み
て
鳥
の
事
を
よ
ま
ぬ
に
も
や
あ
ら
む

（
八
）
又
、
た
ゞ
ひ
と
こ
と
を
読
み
て
、
と
り
の
こ
と
を
よ
ま
ぬ
に
も
や

あ
ら
ん

（
竜
）
ま
た
ゝ
ひ
と
こ
と
を
よ
み
て
た
ひ
の
事
を
よ
ま
ぬ
こ
と
や
あ
ら
ん

（
歌
）
ま
た
た
ぐ
ひ
と
其
を
よ
み
て
、
と
り
の
こ
と
を
よ
ま
ぬ
に
も
や
あ

ら
ん

不
審
（
朱
）
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（
八
六
）

　
　
　
　

後
冷
泉
院
御
時
上
の
を
の
こ
ど
も
花
み
に
ま
か
り
て
哥⑩

な
ど
よ

み
て
一
宮
の
お
ほ
む
か
た
に
ま
ゐ
り
た
り
け
る
に

 

一
宮
の
す
る
が　
　
　
　
　

　
　

お
も
ひ
や
る
こ
ゝ
ろ
ば
か
り
は
や⑪

ま
ざ
く
ら
た
づ
ぬ
る
ひ
と
に
を
く

れ
や
は
す
る

　
　
　
　

哥
の
心
は
い
は
れ
た
れ
ど
、
人
に
を
く
る
と
い
ふ
こ
と
は
ま⑫

が

〴
〵
し
き
こ
と
ゝ
お
も
ひ
な
ら
は
し
た
る
は
い
と
は
れ
に
い
だ

さ
む
哥
に
は
い
か
ゞ
は
あ
る
べ
か
ら
む

　

⑩　

哥
な
ど
よ
み
て
一
宮
の
お
ほ
む
か
た
に

（
神
）
哥
な
と
よ
み
て
高
倉
一
宮
の
御
方
に

（
八
）
高
倉
の
一
宮
に

（
竜
）
高
倉
の
一
宮
に

（
歌
）
高
倉
の
一
宮
に

　

⑪　

や
ま
ざ
く
ら

（
神
）
桜
花

（
八
）
櫻
花

（
竜
）
さ
く
ら
は
な

（
歌
）
さ
く
ら
花

　

⑫　

ま
が
〴
〵
し
き
こ
と
ゝ

（
神
）
ま
か
〳
〵
し
き
事
と

（
八
）
い
ま
〳
〵
し
き
こ
と
と

（
竜
）
い
ま
〳
〵
し
き
こ
と
ゝ

（
歌
）
い
ま
〳
〵
し
き
と
こ
そ

（
一
七
八
）

　
　
　
　

つ⑬

く
し
の
大
山
寺
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
哥
合
し
は
べ
り
け
る
に

よ
め
る

 

元
慶
法
師　
　
　
　
　

　
　

わ
が
や
ど
の
か
き
ね
な
す
ぎ
そ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
い
づ
れ
の
さ
と
も
お
な

じ
う
の
は
な

　
　
　
　

こ
の
う
た
つ
く
し
に
は
べ
り
し
ほ
ど
に
良
暹
と
い
ふ
僧
の
わ
か

よ
み
た
る
と
き
ゝ
て
こ
れ
は
ふ
る
哥
と
こ
そ
き
け
と
い
ひ
は
べ

り
し
か
ば
七
十
の
法
師
の
わ
か
ゝ
み
に
よ
め
り
し
か
ば
ふ⑭

る
う

た
と
ま
う
さ
ん
に
、
そ
ら
ご
と
ゝ
と
は
お
ぼ
え
ず
と
ま
う
し
ゝ

を
、
元
慶
法
師
と
か
き
つ
け
ら
れ
て
は
べ
り
し
を
、
こ
の
集
え
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ら
ば
れ
た
る
ひ
と
に
と
ひ
は
べ
り
し
か
ば
、
実
源
律
師
が
つ
く

し
に
あ
り
け
る
ほ
ど
、
元
慶
と
い
ふ
も
の
ゝ
ま
さ
し
く
よ
み
た

り
し
を
み
し
な
り
と
ま
う
せ
ば
、
そ
の
よ
し
を
か
き
つ
け
た
る

な
り
と
あ
る
を
、
実
源
が
つ
く
し
に
あ
り
け
る
こ
と
は
資
通
ふ

る
う
た
を
わ
が
う
た
と
い
ふ
こ
と
は
そ
ら
ご
と
な
り
。
も
し
元

慶
が
良
暹
が
う
た
か
き
て
い
だ
し
た
り
け
れ
る
に
も
や
あ
ら

む
。
い⑮

づ
れ
に
て
も
い
づ
れ
に
て
も
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ど
、
そ
ら

ご
と
な
り
と
お
も
う
た
ま
ふ
れ
ば
か
き
つ
く
る
な
り
。

　

⑬　

つ
く
し
の
大
山
寺
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
哥
合
し
は
べ
り
け
る
に
よ

め
る

（
神
）（
八
）（
竜
）（
歌
）
な
し

　

⑭　

ふ
る
う
た
と
ま
う
さ
ん
に

（
神
）
ふ
る
哥
と
申
さ
ん
に

（
八
）
古
歌
と
申
さ
ん
に
、
ふ
る
歌

（
竜
）
な
し

（
歌
）
な
し

　

⑮　

い
づ
れ
に
て
も
い
づ
れ
に
て
も
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ど

（
神
）
い
つ
れ
に
て
も
有
ぬ
へ
き
事
な
れ
と

（
八
）
何
れ
に
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
れ
ど

（
竜
）
い
つ
れ
に
て
も
あ
り
ぬ
へ
き
こ
と
な
れ
と

（
歌
）
い
づ
れ
に
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
れ
ど

　
（
四
一
）「
は
る
〴
〵
と
」
歌
の
①
と
③
は
（
神
）（
八
）
に
一
致
し
、

②
は
（
歌
）
の
み
が
異
な
っ
て
い
る
。
④
は
（
神
）
と
一
致
し
、
他
本
に

見
え
な
い
。

　
（
四
七
）「
か
り
に
こ
ば
」
歌
に
は
異
同
が
比
較
的
多
く
、⑤
の
詞
書
「
旅

人
」
は
（
神
）
に
一
致
す
る
。
⑥
は
（
歌
）
の
誤
り
と
見
て
よ
い
。
⑦
は

細
か
な
異
同
が
ど
れ
と
も
一
致
し
な
い
が
、
意
味
と
し
て
は
（
神
）（
八
）

が
正
し
く
、（
冷
）は
そ
れ
に
近
い
。
⑧
の「
あ
る
ま
じ
き
」は
他
本
で
は「
見

る
ま
じ
き
」「
見
ま
し
」
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
（
冷
）
に
は
大
幅
な
脱

落
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、（
竜
）
の
「
と
り
か
と
」
の
部
分
に
「
不
審
」

の
書
き
入
れ
が
あ
る
よ
う
に
、
脱
落
部
分
を
他
本
で
補
っ
た
と
し
て
も
文

意
は
つ
か
め
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
⑨
は
（
神
）
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

　
（
八
六
）「
お
も
ひ
や
る
」
歌
の
⑩
と
⑫
は
（
神
）
に
ほ
ぼ
一
致
し
て
い

る
が
、
⑪
は
（
冷
）
の
特
異
本
文
で
あ
る
。

　
（
一
七
八
）「
わ
が
や
ど
の
」
歌
は
（
冷
）
以
外
⑬
の
詞
書
を
欠
く
が
、『
難
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後
拾
遺
集
成
』
に
校
異
が
あ
が
る
清
水
浜
臣
本
に
は
『
後
拾
遺
集
』
か
ら

詞
書
を
補
っ
た
旨
の
書
き
入
れ
が
あ
り
、（
冷
）
も
同
様
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
⑭
は
（
神
）（
八
）
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
⑮
は
（
冷
）
の

誤
写
で
あ
ろ
う
が
、
他
の
箇
所
で
（
竜
）「
そ
ら
こ
と
ゝ
は
そ
ら
こ
と
ゝ

は
お
ほ
え
す
」
や
（
八
）「
古
歌
と
申
さ
ん
に
、
ふ
る
歌
」
な
ど
が
見
え

る
よ
う
に
、
目
移
り
に
よ
る
く
り
返
し
と
思
わ
れ
る
誤
り
が
多
い
。

　

以
上
少
な
い
例
で
は
あ
る
が
、
①
③
⑭
な
ど
を
見
る
と
冷
泉
家
本
は
神

宮
文
庫
本
に
加
え
て
八
代
集
全
註
所
収
本
（
貞
和
等
奥
書
本
）
に
も
近
い

と
言
え
る
が
、
④
⑤
⑨
⑩
⑫
な
ど
か
ら
は
よ
り
神
宮
文
庫
本
の
本
文
に
近

い
と
言
え
よ
う
。
と
く
に
④
⑩
⑫
の
神
宮
文
庫
本
と
の
一
致
は
、
他
本
と

の
差
異
が
明
確
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

　

こ
れ
ま
で
近
世
の
写
本
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
『
難
後
拾
遺
』
に
、

新
た
に
中
世
の
写
本
で
あ
る
冷
泉
家
本
が
加
わ
っ
た
こ
と
は
大
い
に
意
義

が
あ
る
。
本
稿
で
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
『
難
後
拾
遺
』
の
成
立
や
作

者
の
問
題
に
ふ
れ
、
わ
ず
か
な
が
ら
冷
泉
家
本
を
翻
刻
し
、『
後
拾
遺
集
』

（
一
七
八
）「
わ
が
や
ど
の
」
歌
は
二
、（『
難
後
拾
遺
』
の
作
者
）
に
あ
げ

た
歌
学
大
系
本
と
も
比
較
で
き
る
よ
う
に
全
文
を
あ
げ
た
。
そ
の
わ
ず
か

な
例
か
ら
他
本
と
の
校
異
を
見
て
き
た
結
果
、
冷
泉
家
本
は
比
較
的
神
宮

文
庫
本
に
近
い
本
文
で
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
詳
細
な
本
文
研
究
は

次
回
以
降
の
課
題
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
稿
を
終
え
た
い
と
思
う
。

注（
1
）　
『
日
本
歌
学
大
系　

第
二
巻
』（
昭
和
三
十
一
年　

風
間
書
房
）

（
2
）　

上
野
理
『
後
拾
遺
集
前
後
』（
昭
和
五
十
一
年　

笠
間
書
院
）

（
3
）　
『
日
本
歌
学
大
系　

別
巻
一
』（
昭
和
三
十
四
年　

風
間
書
房
）

（
4
）　

芦
田
耕
一
「『
袋
草
紙
』
に
お
け
る
「
末
代
」:

―
著
述
意
図
と
関

連
さ
せ
て
―
」（
中
古
文
学
三
十
号　

昭
和
五
十
七
年　

中
古
文
学
会
）

（
5
）　

関
根
慶
子
『
難
後
拾
遺
集
成
』（
昭
和
五
十
年　

風
間
書
房
）

（
6
）　
『
八
代
集
全
註
』（
第
一
巻
）（
昭
和
三
十
五
年　

有
精
堂
出
版
）

（
7
）　

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書　

第
四
巻
『
後
拾
遺
和
歌
集　

難
後
拾
遺
』

（
平
成
十
年　

朝
日
新
聞
社
）

 

（
と
の
も
と　

よ
し
み
／
清
文
堂
出
版
株
式
会
社
）


