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『本
院
侍
従
集
』
考

―

配

列

に

施

さ

れ

た

虚

構

を

中

心

と

し

て

―

物
語
的
な
性
格
を
も
つ
私
家
集
の
中
で
も
特
に

『本
院
侍
従
集
』
は
、

藤
原
兼
通
と
本
院
侍
従
の
恋
愛
の
み
に
焦
点
を
絞
り
、
非
常
に
緊
密
に
構

成
さ
れ
て
い
る
と
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
伊

井
春
樹
氏
が

「編
纂
者
が
当
初
よ
り
物
語
化
す
る
こ
と
を
充
分
目
論
で
、

一
つ
の
構
想
の
も
と
に
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
」

（
１
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
。
し
か
し
、
後
に
言
及
す
る
幾
つ

か
の
論
文
を
除
け
ば
、
本
集
が
い
か
な
る
方
法
を
と
っ
て
緊
密
な
構
成
を

持
ち
得
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
歌
の
取
捨
選
択
が
行
な
わ
れ
た
と
い

う
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
の

「本
院
侍
従
集
』
の

緊
密
な
構
成
が
、
単
に
歌
の
取
捨
選
択
の
み
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
歌
の
配
列
に
注
目
し
て
探
っ
て
み
た
い
。

一

さ
て
、
本
集
に
は

一
切
実
名
は
出
て
こ
な
い
の
だ
が
、
序
文
の
内
容
が

藤
原
兼
通
を
と
り
ま
く
天
慶
五
年
の
状
況
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

堤

和

博

男
主
人
公
は
兼
通
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
を
確
認
し
て
お
く
た
め
、
序
文
と

そ
の
現
代
語
訳
を
示
し

（２
）
、
さ
ら
に

『尊
卑
分
詠
」

。
「公
卿
補
任
』

等
を
も
と
に
纏
め
た
兼
通
を
中
心
と
す
る
系
図
を
載
せ
て
お
く
。

お
ぼ
え
お
は
し
け
る
か
む
だ
ち
め
の
次
郎
な
り
け
る
ひ
と
、
年
十
八

ば
か
り
な
る
が
、
お
ぼ
え
は
い
と
か
し
こ
か
り
け
れ
ど
、
か
う
ぶ
り

え
ぬ
有
り
け
り
。
お
ほ
ぢ
は
太
政
大
臣
に
て
な
む
お
は
し
け
る
。
い

も
と
は
き
さ
き
は
ら
の
み
こ
に
奉
り
て
、
藤
つ
ば
に
ぞ
さ
ぶ
ら
ひ
け

る
。
お
ほ
む
い
と
こ
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
り
。
そ
の
こ
の
次
郎
君
お
も

ひ
か
け
給
ひ
て
、
か
く
よ
み
て
い
れ
給
ひ
け
り
。

序
文
現
代
語
訳

信
望
が
お
あ
り
で
あ

っ
た
上
達
部
の
次
男
だ
っ
た
人
で
、
年
齢
は
十
八

歳
く
ら
い
で
あ
っ
て
、
評
判
は
た
い
へ
ん
す
ば
ら
し
か

っ
た
け
れ
ど
も
、

叙
爵
を
受
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
人
が
あ

っ
た
。
祖
父
は
太
政
大
臣
で

い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
妹
は
后
所
生
の
皇
子
に
差
し
上
げ
て
、
藤
壺
で
仕
え



て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

（
そ
の
妹
に
）
御
従
姉
妹
が
伺
候
し
て
い
ら
っ
し

ゃ
っ
た
。
そ
の
こ
の
次
男
の
君
が

（そ
の
従
姉
妹
に
）
思
い
を
お
か
け
に

な
り
、
こ
の
よ
う
に
詠
ん
で

（部
屋
に
）
お
入
れ
に
な
っ
た
。

［関
係
系
図
］

〈天
慶
五
年
〉

実
頼

お
く
。

本
院
侍
従
は
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
慶
子

。
安
子

・
徽
子

の
二
人
の
女
性
に
仕
え
た
と
目
さ
れ
る
。
最
初
が
実
頼
女
慶
子

（後
の
本

院
女
御
）
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
女
が
本
院
侍
従
と
呼
ば
れ
る
の
は

実
輔
所
領
の
本
院
邸
が
最
初
の
勤
め
先
で
あ

っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る

ら
し
く
、
ま
た
、
本
集
の
Ｈ
番
に
彼
女
が
宮
中
か
ら
本
院
に
下
る
場
面
が

あ
る
な
ど
、
彼
女
と
本
院
の
間
に
は
浅
か
ら
ぬ
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
二
人
目
が
、
本
集
の
序
文
に
み
え
る
安
子
で
あ
る
。
先
程

も
確
認
し
た
よ
う
に
、
序
文
は
兼
通
を
と
り
ま
く
実
際
の
人
物
関
係
を
反

映
し
て
い
る
の
で
、
天
慶
五
年
の
段
階
で
本
院
侍
従
が
安
子
に
仕
え
て
い

た
と
い
う
の
も
事
実
と
み
て
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
人
目
が
、

斎
宮
女
御
と
し
て
有
名
な
徽
子
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

『
拾
遺
集
』

一
二
六

二
番
の
詞
書
で
本
院
侍
従
を
、
徽
子
の
局
で
あ
る

「
承
香
殴
に
侍
り
け
る

女
」

（３
）
と
い
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
窺
え
る
。
ち
な
み
に
、
徽
子

の
父
は
醍
醐
皇
子
重
明
親
王
で
母
は
忠
平
女
寛
子
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最

初
本
院
侍
従
は
本
院
邸
で
慶
子
に
仕
え
て
い
た
の
が
、
本
集
序
文
の
天
慶

五
年
ま
で
に

（恐
ら
く
天
慶
三
年
四
月
十
九
日
の
安
子
入
内
―

『
日
本
紀

略
』
等
に
よ
る
―
に
伴

っ
て
）
安
子
に
仕
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
紆

余
曲
折
を
経
て
、
天
暦
二
年
と
思
わ
れ
る
徽
子
入
内
を
契
機
に
承
香
殿
に

移
っ
た
と
推
定
で
き
る
わ
け
で
あ
る

（４
）
。

こ
の
他
に
異
説
も
い
く
つ
か
あ
る

（
５
）
の
だ
が
、
本
院
侍
従
の
履
歴

に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

な
お
、
序
文
に
よ
る
と
、
本
院
侍
従
は
安
子

（即
ち
兼
通
）
の
従
姉
妹

鋼〈太
政
大
臣
〉

醍
醐
天
皇

錮
〈上
達
部
〉

盛

子

慶
子

（本
院
女
御
）

伊
ヂ

剰
副

兼
家

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
劇
明
制
ョ

（村
上
天
皇
）

到

傍
線
は
序
文
に
み
え
る
人
物
。

〈　
〉
は
天
慶
五
年
の
地
位
。

（　
）
は
後
の
呼
び
方
。

一
方
、
女
主
人
公
の
方
は
本
集
の
題
名
よ
り
本
院
侍
従
で
あ
る
と
い
う

の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
彼
女
の
履
歴
に
つ
い
て
考
え
て
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で
あ
り
な
が
ら
安
子
に
仕
え
、
後
に
は
同
じ
く
従
姉
妹
の
慶
子
に
仕
え
る

の
で
、
若
く
し
て
出
家
し
た
師
保
の
子
で
は
な
い
か
な
ど
と
も
言
わ
れ
て

い
る
が
、
は
っ
き
り
し
た
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。

二

さ
て
、
前
節
で
み
た
よ
う
な
本
院
侍
従
の
履
歴
や
兼
通
の
履
歴
と
、
本

集
の
各
歌
の
詠
歌
時
期
が
ど
の
よ
う
に
重
な
っ
て
い
る
の
か
を
吟
味
し
、

本
集
の
歌
は
実
際
に
交
わ
さ
れ
た
順
序
通
り
に
並
ん
で
い
る
の
か
、
あ
る

い
は
配
列
に
は
虚
構
が
施
さ
れ
て
い
る
の
か
確
か
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
の
で
、
私
の
説
を
述
べ

る
前
に
従
来
の
主
な
説
を
、

『本
院
侍
従
集
全
釈
』

。
稲
賀
敬
二
説

・
山

崎
久
美
子
説

・
鈴
木
あ
き
子
説

（６
）
の
順
で
紹
介
し
て
お
く
。
と
こ
ろ

で
、
本
集
の
構
成
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
お
く
。

［本
院
侍
従
集
の
構
成
］

序
文

　
（
一
頁
の
引
用
参
照
）

Ａ
　
　
ｌ
～
１０
番
　
不
逢
恋

Ｂ
　
　
Ｈ

。
‐２
番
　
女
本
院
に
退
下

Ｃ
　
　
‐３

・
‐４
番
　
新
枕

Ｄ
　
　
‐５
～
２５
番
　
逢
不
逢
恋

Ｅ
　
　
２６

・
２７
番
　
後
朝
の
贈
答

Ｆ
　
　
２８
～
３０
番
　
女
が
他
の
男
に
連
れ
出
さ
れ
る

３‐

．
３２
番
　
女
出
仕

３３

・
３４
番
　
男
の
服
喪

３５
～
３９
番
　
第
二
者
の
女
性
か
ら
男
へ
の
歌
贈
歌

「
そ
の
こ
ろ
兵
衛
の
佐
に
な
り
給
ひ
け
り
。
堀
川
の
大
納
言
と
か

や
。
」

ま
ず
は

『本
院
侍
従
集
全
釈
』
の
説
で
あ
る
が
、
同
書
は
序
文
と
Ａ
を

天
慶
五
年
と
捉
え
、
以
下
本
集
の
歌
は
実
際
に
起
き
た
順
序
通
り
に
配
列

さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
う
ち
Ｈ
の
男
の
服
喪
は
天
慶
六
年
九
月

の
母
盛
子
の
死
に
よ
る
と
し
、
天
暦
二
年
に
入
内
し
た
と
思
わ
れ
る
徽
子

の
許
へ
の
出
仕
を
素
に
し
て
い
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
Ｇ
に
つ
い
て

は
、
当
時
朱
雀
天
皇
の
女
御
と
な

っ
て
い
た
慶
子
に
再
出
仕
し
た
こ
と
を

素
に
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
。
Ｃ
が
徽
子
の
許
へ
の
出
仕
を
指
す
と
す
る

と
天
慶
六
年
の
Ｈ
と
順
序
が
入
れ
替

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る

（
７
）
。

ま
た
、
同
書
に
は
Ｉ
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
の
だ
が
、
跛
文
を
兼
通
が

兵
衛
佐
に
な
っ
た
天
暦
二
年
五
月
と
み
て
い
る
か
ら
、
Ｈ
か
ら
城
文
ま
で

約
五
年
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

次
は
稲
賀
敬
二
氏
の
説
で
あ
る
。
稲
賀
氏
も
序
文
と
Ａ
を
天
慶
五
年
、

Ｈ
の
男
の
服
喪
を
天
慶
六
年
九
月
の
母
盛
子
の
死
に
よ
る
も
の
と
捉
え
、

そ
の
間
に
Ａ
～
Ｆ
が
起
こ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
Ｇ
の
女
の
出
仕
は
天

暦
二
年
の
徽
子
入
内
に
伴
っ
て
本
院
侍
従
が
徽
子
の
許
に
出
仕
し
た
こ
と

を
指
す
と
考
え
る
。
従

っ
て
、
稲
賀
氏
は
、
天
慶
五
年
の
序
文
と
Ａ
の
後
、

Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｈ
の
順
で
天
慶
六
年
頃
ま
で
に
起
こ
り
、
Ｇ
だ
け
は
時
間
を

跛 IHG
文
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大
き
く
遡

っ
て
天
暦
二
年
に
起

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
１
に
つ

い
て
の
言
及
は
な
い
。

次
に
、
山
崎
久
美
子
氏
は
、
本
院
侍
従
は
安
子
に
仕
え
な
か
っ
た
と
想

定
し
、
彼
女
の
出
仕
先
を
慶
子

・
徽
子
の
順
と
結
論
し
た

（８
）
上
で
は

あ
る
が
、
序
文
と
Ａ
を
天
慶
五
年
、
Ｂ
～
Ｅ
を
天
慶
五
年
以
降
数
年
か
ら

天
慶
末
、
Ｇ
を
天
暦
二
年
十
二
月
二
十
日
の
徽
子
入
内
以
降
と
し
、
Ｈ
に

は
天
慶
六
年
九
月
の
母
盛
子
の
死
を
あ
て
、
Ｉ
で
は
兼
通
が

「
じ
じ
う
君
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
兼
通
侍
従
在
任
期
間
中
の
天
暦
二
年
五
月
を
Ｉ
の

下
限
と
し
、
跛
文
を
兼
通
が
兵
衛
佐
に
な
っ
た
天
暦
二
年
五
月
直
後
と
結

論
し
て
い
る
。
山
崎
氏
に
よ
る
と
Ｇ
Ｈ
を
除
い
て
、
序
文
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

Ｉ
の
順
で
実
際
に
事
が
起
こ
り
、
Ｈ
は
実
際
よ
り
も
遅
れ
て
、
Ｇ
は
実
際

よ
り
も
時
間
を
遡

っ
て
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
鈴
木
あ
き
子
氏
は
Ａ
～
Ｆ

・
Ｈ

・
Ｉ

・
Ｇ
の
順
に
実
際
に
は
起

こ
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

三

さ
て
、
次
に
私
の
説
を
述
べ
て
い
く
が
、
あ
ら
か
じ
め
方
向
だ
け
を
示

し
て
お
く
と
、
私
は
本
集
の
出
来
事
は
実
際
の
順
序
通
り
に
配
列
さ
れ
て

い
る
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
ず
、
山
崎

。
稲
賀

・
鈴
木
氏
の
説
を
補
強
補

正
し
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

ま
ず
Ａ
～
Ｅ
は
、
各
説
と
も
に
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
、
序
文
が
そ
の

状
況
を
説
明
し
て
い
る
天
慶
五
年
か
ら
数
力
月
な
い
し

一
年
内
外
の
出
来

事
を
実
際
の
順
序
通
り
に
配
列
し
て
い
る
と
み
る
。
各
歌
の
内
容
か
ら
し

て
も
そ
う
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
Ｆ
Ｇ
は
後
に
回
し
、
兼
通
の
服
喪
を
描
く
Ｈ
が
誰
の
死
に
伴
う
も

の
か
確
認
し
て
お
く
。

か
く
て
、
こ
の
女
服
に
な
り
給
ひ
ぬ
と
き
き
て
、
と
ぶ
ら
ひ
き

こ
え
た
る
返
事
に
い
つ
も
時
雨
は
と
の
給
ひ
け
れ
ば

３３
　
我
さ
へ
に
袖
は
露
け
き
藤
衣
君
を
ぞ
立
ち
て
き
る
と
聞
く
に
は

返
し

３４
　
立日
に
の
み
聞
き
わ
た
り
つ
る
ふ
ぢ
衣
ふ
か
く
恋
し
と
今
ぞ
し
り
ぬ
る

こ
の
服
喪
は
天
暦
三
年
八
月
十
四
日
の
祖
父
忠
平
の
死
に
よ
る
と
す
る
の

が
有
力
だ
っ
た
が
、
山
崎

・
稲
賀
両
氏
以
来
、
母
盛
子
の
死

（大
日
本
史

料
所
引
願
文
集
に
よ
れ
ば
、
天
慶
六
年
九
月
十
二
日
）
に
伴
う
も
の
で
あ

る
と
い
う
説
が
強
く
な
り
、
私
も
そ
れ
に
同
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

根
拠
と
し
て
は
第

一
に
、
両
氏
も
言
う
よ
う
に
、

３４
番
の
兼
通
歌
の
内
容

か
ら
兼
通
の
初
め
て
の
服
喪
で
あ
る
ら
し
く
、
忠
平
よ
り
盛
子
の
死
の
方

が
早
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
二
の
根
拠
は
、

３４
番
歌
の
詞
書
に
あ
る

「
い
つ
も
時
雨
は
」
と
い
う

兼
通
の
引
き
歌
表
現
で
あ
る
。
こ
の
引
歌
の
典
拠
は
従
来
不
明
と
さ
れ
て

き
た
が
、

「
源
氏
釈
』

・
『奥
入
』
を
初
め
と
す
る

『
源
氏
物
語
』
の
古

注
釈
が
葵
巻
と
幻
巻
で
挙
げ
る

「
神
無
月
い
つ
も
時
雨
は
ふ
り
し
か
ど
か

く
袖
ひ
づ
る
折
は
な
か
り
き
」
と
い
う
歌
が
そ
の
典
拠
で
あ
る
と
み
て
よ
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い
だ
ろ
う

（９
）
。
こ
の
歌
を
引
い
て
い
る
と
さ
れ
る
の
は
次
の
場
面
で

あ
る

（１０
）
。

「源
氏
物
語
』

葵
巻

な
ほ
い
み
じ
う
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、
朝
顔
の
宮
に
、
今
日
の
あ
は

れ
は
さ
り
と
も
見
知
り
た
ま
ふ
ら
む
と
お
し
は
か
ら
る
る
御
心
ば
ヘ

な
れ
ば
、
暗
き
ほ
ど
な
れ
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
絶
え
間
遠
け
れ
ど
、

さ
の
も
の
と
な
り
に
た
る
御
文
な
れ
ば
、
咎
な
く
て
御
覧
ぜ
さ
す
。

空
の
色
し
た
る
唐
の
紙
に
、

わ
き
て
こ
の
暮
こ
そ
袖
は
露
け
け
れ
も
の
思
ふ
秋
は
あ
ま
た
へ

ぬ
れ
ど

「
い
つ
も
時
雨
は
」
と
あ
り
。

「源
氏
物
語
』

幻
巻

神
無
月
は
、
ぉ
ほ
か
た
も
時
雨
が
ち
な
る
こ
ろ
、
い
と
ゞ
な
が
め

た
ま
ひ
て
、
夕
暮
の
空
の
け
し
き
に
も
、
え
も
言
は
ぬ
心
細
さ
に
、

「剛
引
ｕ
洲
ｄ
」
と
、
ひ
と
り
ご
ち
お
は
す
。

最
初
の
葵
巻
は
、
葵
上
を
失

っ
た
後
源
氏
が
朝
顔
の
宮
に
文
を
送
る

一

場
面
で
あ
る
。
次
の
幻
巻
は
、
紫
上

一
周
忌
を
や
や
過
ぎ
た
頃
の
源
氏
の

様
子
を
描
く

一
場
面
で
あ
る
。
こ
の
両
場
面
の
私
に
傍
線
を
付
し
た
部
分

の
引
歌
と
し
て

『源
氏
釈
』

・
『奥
入
』
等
が

「
神
無
月
い
つ
も
時
雨
は
」

歌
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
は
し
な
か
っ
た
が

『花
鳥
余
情
』
等
は

総
角
巻
の
一
節
で
も
同
歌
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
総
角
巻
で
は

「
源
氏
釈
』

。
「奥
入
』
等
は
他
の
歌
を
引
い
て
い
る
の
で
別
に
す
れ
ば
、

「
神
無
月

い
つ
も
時
雨
は
」
歌
は
い
ず
れ
も
故
人
を
哀
悼
す
る
場
面
で
引
か
れ
て
お

り
、
Ｈ
で
兼
通
が
引
く
に
も
ま
さ
し
く
相
応
し
い
歌
と
言
え
よ
う
。
そ
う

す
る
と
、
Ｈ
の
贈
答
は
神
無
月
に
な
っ
て
か
ら
交
わ
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

九
月
十
二
日
の
盛
子
の
死
か
ら
神
無
月
ま
で
は
約
半
月
だ
か
ら
、
盛
子
が

死
ん
で
半
月
ほ
ど
た
っ
て
そ
れ
を
知
っ
た
本
院
侍
従
が
彼
に
弔
い
の
言
葉

を
か
け
、
そ
の
弔
い
に
兼
通
が
答
え
た
の
が
Ｈ
だ
と
想
定
で
き
る
。
八
月

十
四
日
の
忠
平
の
死
に
よ
る
の
な
ら
、
神
無
月
ま
で
時
間
が
や
や
あ
き
す

ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
Ｈ
は
天
慶
六
年
十
月
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

次
は
Ｆ
に
つ
い
て
考
え
る
。

か
く
て
す
み
給
ふ
ほ
ど
に
、
こ
の
女
又
ひ
と
の
ぬ
す
み
て
い
に

け
れ
ば
、
を
と
こ
い
み
し
う
な
げ
き
給
ひ
て
、
女
あ
は
れ
と
思

ひ
か
く
な
む
い
ひ
や
り
け
る

２８
　
世
中
を
思
ふ
も
く
る
し
お
も
は
じ
と
思
ふ
も
身
に
は
や
ま
ひ
な
り
け

り

男
か
へ
し

２９
　
忍
ぷ
れ
ど
猶
忘
ら
れ
ず
思
ほ
ゆ
る
や
ま
ひ
は
君
に
我
ぞ
ま
さ
れ
る

女

３０
　
思
は
ず
も
あ
る
世
中
の
く
る
し
き
に
ま
さ
る
や
ま
ひ
は
あ
ら
し
と
ぞ

思
ふ



Ｆ
は
従
来
Ａ
～
Ｅ
に
引
き
続
き
天
慶
六
年
頃
な
い
し
は
天
慶
末
頃
に
起
こ

っ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
同
じ
出
来
事
を
描
い
て
い
る
と
さ
れ

る
兼
通
の
兄
伊
ア
の
私
家
集

『
一
条
摂
政
御
集
』
の
次
に
引
用
す
る

（Ｈ
）

冒
頭
物
語
的
部
分
の

一
部

（３‐
～
４０
番
）
を
、　
二

条
摂
政
御
集
注
釈
』

（‐２
）
等
の
指
摘
す
る
所
を
参
考
に
し
な
が
ら
み
て
い
く
と
そ
う
と
は
言

え
な
い
の
で
あ
る
。

と
よ
か
げ
、
な
か
の
み
か
ど
わ
た
り
な
り
け
る
を
ん
な
を
い
と

し
の
び
て
は
か
な
き
と
こ
ろ
に
ゐ
て
ま
か
り
て
、
か
へ
り
て
あ

し
た
に

３‐
　
か
ぎ
り
な
く
む
す
び
お
き
つ
る
く
さ
ま
く
ら
こ
の
た
び
な
ら
ず
お
も

ひ
わ
す
る
な

か
へ
し

３２
　
く
さ
ま
く
ら
む
す
ぶ
た
び
ね
を
わ
す
れ
ず
は
う
ち
と
け
ぬ
べ
き
こ
ゝ

ち
こ
そ
す
れ

（３３
～
３７
番
略
）

お
き
な
、
山
と
よ
り
か
へ
り
て
女
の
も
と
に
や
る

３８
　
く
れ
ば
と
く
ゆ
き
て
か
た
ら
ん
あ
ふ
こ
と
の
と
ほ
ち
の
さ
と
の
す
み

う
か
り
し
を

か
へ
し

３９
　
あ
ふ
こ
と
の
と
ほ
ち
の
さ
と
の
ほ
ど
へ
し
は
き
み
は
よ
し
の
と
思
な

り
け
む

（
４０
番
略
）

周
知
の
通
り
男
主
人
公
を
指
す

「
と
よ
か
げ
」

「
お
き
な
」
と
は
、
伊

ヂ
が
自
ら
を
輔
晦
し
て
呼
ん
で
い
る
呼
称
な
の
だ
が
、　
一
方
の
女
主
人
公

を
指
す

「
な
か
の
み
か
ど
わ
た
り
な
り
け
る
を
ん
な
」
と
は
本
院
に
住
む

女
性
を
指
す
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
本
院
は

『拾
芥
抄
』
で

「
中
御
門
北
堀
河
東
左
大
臣
時
平
家
」

（１３
）
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
ま

さ
し
く

「
な
か
の
み
か
ど
わ
た
り
」
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
本
院
侍
従
が
伊
ヂ
と
も
恋
愛
関
係
に
あ

っ
た
の
は
、　
コ

条
摂
政
御

集
」
に
載
る
他
の
歌
な
ど
か
ら
確
実
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、　
三

条
摂

政
御
集
』
３‐
～
４０
番
は
、
伊
ヂ
が
本
院
邸
か
ら
本
院
侍
従
を
連
れ
出
し
た

事
件
を
素
に
し
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な
く
、
そ
れ
を
兼
通
の
立
場
か
ら

叙
述
し
た
の
が
本
集
の
Ｆ
で
あ
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は

『
一
条
摂
政
御
集
』
の
３８
番
歌
で

あ
る
。
こ
の
歌
は

『拾
遺
集
』
巻
十
八
雑
賀

。
一
一
九
七
番
に
は
次
の
よ

う
に
あ
り
、
実
は
伊
ヂ
が
春
日
祭
の
使
い
か
ら
帰
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
の
が
わ
か
る
。

春
日
使
に
ま
か
り
て
、
か
へ
り
て
す
な
は
ち
女
の
も
と
に
つ
か

は
じ
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
条
摂
政

く
れ
ば
と
く
行
き
て
か
た
ら
む
あ
ふ
事
の
と
を
ち
の
さ
と
の
す
み
う

力

り

し

も

一
方
、

『
日
本
紀
略
』
天
暦
二
年
二
月
に

「
三
日
癸
未
。

（中
略
）
今
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日
。
立
春
日
祭
使
。
左
少
将
伊
ヂ
勤
使
。
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
よ
っ

て
、　
〓

条
摂
政
御
集
』
の
３８
番
は
天
暦
二
年
二
月
当
時
の
も
の
と
み
て

間
違
い
な
い
と
さ
れ
る
。
だ
と
す
る
と
、
も
し

『本
院
侍
従
集
全
釈
』
な

ど
が
と
な
え
る
よ
う
に
、
Ｆ

（す
な
わ
ち

『
一
条
摂
政
御
集
』
３‐

．
３２
番
）

が
天
慶
六
年
に
起
こ
っ
た
の
な
ら
ば
、　
〓

条
摂
政
御
集
』
の
３‐
～
４０
番

は
五
六
年
に
も
渡
る
出
来
事
を
描
く
こ
と
に
な
る
が
、　
〓

条
摂
政
御
集
』

の
物
語
的
部
分
は
そ
れ
ほ
ど
の
長
期
間
に
渡
っ
て
の
出
来
事
を
題
材
に
し

て
い
る
と
は
思
え
な
い

（
１４
）
０
そ
れ
に
、
彼
女
が
五
六
年
間
も
連
れ
出

さ
れ
た
場
所
に
滞
在
し
て
い
た
と
い
う
の
が
何
よ
り
不
自
然
で
あ
る
。
ど

こ
に
連
れ
出
さ
れ
た
か
は
残
念
な
が
ら
知
る
由
も
な
い
が
、
ど
う
考
え
て

も
そ
ん
な
に
長
く
連
れ
出
さ
れ
た
所
に
滞
在
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。

山
崎
氏
の
よ
う
に
、
Ｆ
が
天
慶
末
と
考
え
て
も
な
お
長
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

Ｆ
は
天
暦
二
年
二
月
よ
り
せ
い
ぜ
い
数
か
月
以
前
に
起
こ
り
、
天
暦
二
年

二
月
の
時
点
で
は
ま
だ
彼
女
は
伊
ア
に
連
れ
出
さ
れ
た
所
に
い
て
、
伊
ヂ

が
そ
こ
に
早
く
行
こ
う
と
詠
み
か
け
た
の
が

「
一
条
摂
政
御
集
』
３８
番
に

収
録
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
は
天
慶

五

・
六
年
な
い
し
は
天
慶
末
の
事
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
Ｆ
が
起
こ

っ
た
は
、
天
暦
二
年
二
月
を
そ
れ
程
遠
く
は
遡
ら
な
い
頃
と
み
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

続
い
て
Ｉ
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

女
の
と
も
だ
ち
の
も
と
よ
り
、
じ
じ
う
君
の
も
と
に
、
こ
の
女

の
ほ
か
ざ
ま
に
な
り
に
た
る
を
、
い
か
に
お
ぼ
す
ら
む
と
い
ひ

て

３５
　
ほ
か
ざ
ま
に
な
び
く
を
み
れ
ば
し
ほ
が
ま
の
煙
や
い
と
ど
も
え
渡
る

ら
ん

返
し

３６
　
塩
が
ま
の
も
ゆ
る
煙
も
な
き
も
の
を
空
に
な
き
名
を
立

つ
ぞ
化
び
し

き

と
あ
れ
ば
、
ま
づ
お
ぼ
す
ら
ん
こ
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
と
て
、
御

か
た
の
ご
た
ち
の
い
ひ
や
る

３７
　
初
秋
の
花
の
心
を
ほ
ど
も
な
く
う
つ
ろ
ふ
色
と
い
か
に
み
る
ら
む

男
返
し

３８
　
時
わ
か
ず
垣
ほ
に
お
ふ
る
撫
子
は
う
つ
ろ
ふ
秋
の
程
も
し
ら
ぬ
を

又
か

へ
し

３９
　
色
か
は
る
萩
の
下
葉
も
あ
る
も
の
を
い
か
で
か
秋
を
し
ら
ず
と
い
ふ

ら
ん

と
い
ひ
や
る

山
崎
氏
は
兼
通
が

「
じ
じ
う
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
兼
通
侍
従
在

任
期
間
中
の
天
暦
二
年
五
月
を
Ｉ
の
下
限
と
規
定
し
、
序
文

・
Ａ

・
Ｂ

・

Ｃ

・
Ｄ

ｏ
Ｅ

・
Ｆ

・
Ｉ
を

「
年
代
的
に
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な
が
る

一
つ
の
線
」

と
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
は
実
際
に
は
Ｆ
の
直
後
に
交
さ
れ
た
と

す
る
の
で
あ
る
。
事
実
３５
番
詞
書
の

「
こ
の
女
の
ほ
か
さ
ま
に
な
り
に
た

る
を
」
と
か
、
歌
の

「
ほ
か
ざ
ま
に
な
び
く
」
と
い
う
語
句
を
み
れ
ば
、

女
が
出
仕
し
た
Ｇ
の
後
で
は
な
く
、
Ｆ
を
承
け
て
す
ぐ
に
詠
ま
れ
た
と
考
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え
る
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

３７
～
３９
番
に
は

「
初
秋
」
、

「
撫
子
」
、

「萩
」
が
あ
る
の
で
、

秋
に
詠
ま
れ
た
の
が
わ
か
る
。
す
る
と
、
Ｉ
は
Ｆ
の
直
後
の
秋
に
交
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
と
先
程
の
Ｆ
は
天
暦
二
年
二
月
を
遡
る
こ

と
遠
か
ら
ざ
る
頃
に
起
こ
っ
た
い
う
先
程
の
推
定
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、

Ｆ

・
Ｉ
の
時
期
は
天
暦
元
年
秋
と
結
論
さ
れ
る
。

で
は
、
こ
の
時
期
に
本
当
に
Ｆ
Ｉ
が
起
こ
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
山

崎
氏
は
天
慶
九
年
七
月
十
日
の

「
日
本
紀
略
』
に
あ
る

「太
上
皇

（朱
雀
）

太
皇
太
后

（穏
子
）
出
禁
中
、
遷
御
朱
雀
院
」
と
い
う
記
事
に
よ
り
、
こ

の
時
朱
雀
后
慶
子
も
梨
壺
か
ら
本
院
に
帰
り
、
本
院
侍
従
も
そ
れ
に
従
っ

た
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
明
く
る
天
暦
元
年
秋
に
な
っ
て
本

院
か
ら
伊
ヂ
が
本
院
侍
従
を
連
れ
出
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
よ
う
。
伊
ヂ

が
本
院
侍
従
を
連
れ
出
す
と
し
て
、
宮
中
か
ら
連
れ
出
し
た
と
す
る
よ
り
、

本
院
か
ら
連
れ
出
し
た
と
す
る
方
が
蓋
然
性
が
高
く
、
先
に
引
い
た

「
一

条
摂
政
御
集
」
で
彼
女
が

「
な
か
の
み
か
ど
わ
た
り
な
り
け
る
を
ん
な
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
、
当
時
彼
女
が
中
御
門
付
近
の
本
院
に
滞
在
し
て

い
た
か
ら
だ
と
説
明
で
き
る
。
ま
た
、
Ｆ
が
天
暦
元
年
秋
以
降
と
し
て
も
、

Ｉ
で
男
が

「
じ
じ
う
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
と
も
岨
語
を
き
た
さ
な
い
。

最
後
に
Ｇ
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

こ
の
女
う
ち
に
ま
か
り
け
れ
ば
、
い
と
い
み
じ
う
と
ほ
く
て
、

な
げ
き
給
ひ
け
る
に
、
ひ
さ
し
う
あ
り
て
女
い
ひ
た
り
け
る

３‐
　
ゎ
が
身
ゆ
ゑ
う
し
と
は
思
ひ
お
き
な
が
ら
つ
ら
き
は
人
の
心
な
り
け

り

か
へ
し

３２
　
身
の
う
き
と
思
ひ
し
り
ぬ
る
物
な
ら
ば
つ
ら
き
心
を
何
か
う
ら
み
む

本
集
の
歌
は
実
際
の
順
序
の
通
り
に
配
列
さ
れ
て
い
る
と
す
る

『本
院
侍

従
集
全
釈
』
は
、
天
慶
六
年
の
Ｈ
の
前
の
Ｇ
が
天
暦
二
年
に
入
内
し
た
徽

子

（徽
子
の
入
内
時
期
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
）
へ
の
出
仕
を
指
す
と

は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
Ｇ
は
本
院
侍
従
が
慶
子
に
出
仕
し
た
こ
と
を
素

に
し
て
い
る
と
言
う
。
し
か
し
先
程
来
の
考
察
に
よ
り
、
Ｆ
や
Ｉ
は
Ｈ
よ

り
も
数
年
も
後
の
、
天
暦
年
間
に
な
っ
て
か
ら
起
こ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
Ｇ
も
Ｈ
よ
り
も
前
に
起
こ
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い

う
前
提
は
な
り
た
た
な
い
し
、
天
暦
年
間
に
な
っ
て
か
ら
起
こ
っ
た
と
し

て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
も
う
通
説
に
な
っ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
と
思
う
が
、

３‐
番
詞
書
の

「
い
と
い
み
じ
う
と
ほ
く
て
、
な
げ

き
給
ひ
け
る
」
な
ど
と
い
う
記
述
か
ら
、
本
院
侍
従
が
こ
こ
で
仕
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
兼
通
の
従
姉
妹
の
慶
子
に
で
は
な
く
徽
子
で
あ
る
と

み
る
の
が
や
は
り
自
然
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
徽
子
は
い
つ
村
上
天
皇
に
嫁
し
た
の
か
明
ら
か
に
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
が
、
実
は
徽
子
の
入
内
時
期
に
つ
い
て
は
、

『大
鏡
裏
書
』

が
天
暦
元
年
、　
〓

代
要
記
』
が
天
暦
二
年
二
月
、

「
源
語
秘
訣
』
所
引

の

『李
部
王
記
』
が
天
暦
二
年
十
二
月
と
す
る
よ
う
に
記
録
に
よ
っ
て
揺

れ
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
逸
文
で
は
あ
る
が
徽
子
の
父
重
明
親
王
が
記
し

た

『李
部
王
記
』
の
記
事
に
最
も
信
が
置
け
よ
う
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
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伊
ア
に
連
れ
出
さ
れ
て
か
ら

一
年
数
力
月
経
過
し
た
こ
の
時
点

（
「
一
条

摂
政
御
集
』
３８

・
３９
番
で
描
か
れ
た
天
暦
二
年
二
月
以
降
も
連
れ
出
さ
れ

た
所
に
い
た
と
は
限
ら
な
い
が
）
で
、
い
つ
ま
で
も
こ
ん
な
生
活
を
続
け

ら
れ
な
い
と
考
え
た
本
院
侍
従
が
徽
子
入
内
を
契
機
と
し
て
徽
子
に
仕
え

る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
描
い
た
の
が
Ｇ
だ
と
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

以
上
ま
で
に
述
べ
た
、
本
集
の
各
贈
答
歌
が
交
さ
れ
た
時
期
に
関
す
る

私
の
説
を
纏
め
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
Ｂ
～
Ｅ
に
つ

い
て
は
だ
い
た
い
そ
れ
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
と
い
う
憶
測
に
過
ぎ
な
い

（１５
）
０

『本
院
侍
従
集
』
詠
歌
時
期

（推
定
）

序
文

‐２
月
　
Ｇ
　
　
３‐

。
３２
番
　
女
出
仕

四

以
上
、

「本
院
侍
従
集
』
の
歌
は
実
際
に
起
こ
っ
た
順
序
通
り
に
並
べ

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
配
列
に
は
虚
構
が
施
さ
れ
、
現
在
あ
る

よ
う
な
形
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
み
た
。
で
は
な
ぜ
虚
構
が
施
さ
れ
た

の
か
、
本
集
の
編
者
が
誰
で
あ
る
の
か
も
含
め
て
問
題
に
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
現
在
の
配
列
か
ら
受
け
る
印
象
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

を
再
確
認
す
る
た
め
、
後
藤
祥
子
氏
の
発
言

（１６
）
を
引
い
て
お
く
。
氏

は
現
在
の
配
列
が
虚
構
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

「家
集
で
い
う
と
丁
度
中
途
あ
た
り
で
、
女
に

は
新
た
な
恋
人
が
で
き
た
ら
し
い
。
し
か
し
筆
は
そ
の
事
を
救
し
乍
ら
、

そ
ち
ら
へ
は
決
し
て
す
ゝ
ん
で
ゆ
か
な
い
で
、
男
の
悲
嘆
が
描
か
れ
る
の

で
あ
る
。
曲
折
発
展
し
て
女
主
人
公
の
行
動
を
追
お
う
と
い
う
の
で
は
な

く
、
男
主
人
公
が
い
か
に
女
を
愛
し
つ
く
し
た
か
、
よ
し
破
れ
る
恋
で
あ

っ
た
に
せ
よ
、
む
し
ろ
そ
れ
故
に
書
き
残
さ
れ
る
価
値
も
意
図
も
あ
つ
た

で
あ
ろ
う
恋
物
語
か
ら
、
編
者
は

一
歩
も
踏
み
は
づ
し
て
は
い
な
い
。
」

と
言
う
。
確
か
に
実
際
の
順
序
通
り
に
歌
が
配
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
や
や

散
漫
な
印
象
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
の
に
対
し
、
現
在
の
形
で
は
Ｆ
の
後
に

Ｇ

・
Ｈ

。
Ｉ
が
後
に
回
さ
れ
、

「
男
の
悲
嘆
」
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
後
藤
氏
は

「破
れ
る
恋
」
の

「
書
き
残
さ
れ

る
価
値
」

「
意
図
」
を
読
み
と
っ
て
い
る
。　
一
方
伊
井
春
樹
氏

（
１７
）
は

天
慶
５
年
　
　
　
ＡＢＣＤ

天
慶
６
年
　
　
　
Ｅ

天
慶
６
年
９
月
　
Ｈ

天
慶
６
年
冬

天
慶
７
～
９
年
　
ナ
シ

天
暦
元
年
春
夏

天
暦
元
年
　
　
　
Ｆ

天
暦
２
年
５
月
　
跛
文

１
～
１０
番
　
不
逢
恋

Ｈ

。
‐２
番
　
女
本
院
に
退
下

‐３

・
‐４
番
　
新
枕

‐５
～
２５
番
　
逢
不
逢
恋

２６

・
２７
番
　
後
朝
の
贈
答

３３

・
３４
番
　
男
の
服
喪

２８
～
３０
番
　
女
が
他
の
男
に
連
れ
出
さ
れ
る

３５
～
３９
番
　
第
二
者
の
女
性
と
男
贈
答
歌

（兵
衛
佐
）
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「
一
つ
の
テ
ー
マ
の
も
と
に
潤
色
し
な
が
ら
構
成
し
て
い
つ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
際
、
編
纂
者
が
兼
通
を
や
ゝ
平
中
的
人
物
に
仕
立
て
よ
う
と
意
図
し

て
、
男
の
方
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
い
た
」
と
言
う
。
Ｇ

・
Ｈ

・
Ｉ
で
男
が
慰

め
ら
れ
た
り
か
ら
か
わ
れ
た
り
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
私
も
男
の
惨
め

な
姿
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
従
来
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
本
集
の
編
者
に
関
す
る

説
の
う
ち
、
兼
通
自
身
が
編
ん
だ
と
い
う
説
や
、
兼
通
の
意
向
に
よ
っ
て

編
ま
れ
た
と
い
う
説
は
否
定
さ
れ
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
兼
通
が
編
纂

に
関
与
し
た
な
ら
ば
も
っ
と
別
の
形
に
し
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
事
実
通
り
の
配
列
な
ら
ま
だ
し
も
、
虚
構
を
施
し
て
ま
で
な
ぜ
自
分

が
恋
に
破
れ
て
慰
め
ら
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
集
を
編
む
の
か
理
解
に

苦
し
む
。
本
集
の
創
作
に
兼
通
が
関
与
し
た
と
の
説
を
否
定
す
る
鈴
木
あ

き
子
氏
の
説

（
１８
）
に
結
論
的
に
は
賛
成
で
あ
る
。

鈴
木
氏
は
ま
た
、

「本
院
侍
従
の
返
歌
の
中
に
積
極
的
に
自
分
の
恋
心

を
表
明
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
」
、

「本
院
侍
従
に
と
っ
て
兼
通
は
、

本
気
の
恋
の
相
手
と
い
う
よ
う
り
は
、
戯
れ
め
い
た
や
り
と
り
を
楽
し
む

相
手
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
言
い
、
本
院
侍
従
自
撰
の

可
能
性
も
否
定
す
る
。
そ
し
て
、
高
橋
正
治
氏

（１９
）
ら
が
そ
の
存
在
を

想
定
す
る
今
は
な
き

「第

一
次
本
院
侍
従
集
」
を
後
人
が
再
編
纂
し
た
の

が
今
日
あ
る

「本
院
侍
従
集
』
の
形
で
あ
る
と
断
じ
る
。

氏
の
説
は
現
在
の
所
最
も
穏
当
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
従
う
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
た
だ
、
私
が
気
に
か
か
る
の
は
、
本
集
が
編
纂
さ
れ
た
時
期
で

あ
る
。
鈴
木
氏
も
い
う
よ
う
に
、
本
集
が
編
ま
れ
た
の
は
跛
文
よ
り
す
る

と
兼
通
が
中
納
言
で
あ

っ
た

（群
書
類
従
本
は

「大
納
言
」
と
す
る
が
、

兼
通
は
大
納
言
を
経
ず
に
権
中
納
言
か
ら
関
白
内
大
臣
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
他
本
の

「中
納
言
」
を
と
る
）
天
禄
三
年
で
、
物
語
的
な
私
家
集
が

流
行
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。　
一
般
的
い
っ
て
も
そ
う
な
の
だ
が
、
兼

通
の
周
辺
の
人
物
に
注
目
す
る
と
、
天
禄
三
年
は
兄
伊
ア
が
死
ん
だ
年
に

当
た
る
。
彼
の
物
語
的
家
集

『
一
条
摂
政
御
集
』
の
冒
頭
部
は
晩
年
に
自

撰
さ
れ
た
と
い
う
の
が
定
説
だ
か
ら
、
本
集
も

『
一
条
摂
政
御
集
』
冒
頭

部
に
踵
を
接
し
て
編
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
兼
通
の
弟
兼
家
の
妻

道
綱
母
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

『蜻
蛉
日
記
』
下
巻
の
記
事
が
始
ま
る
の
も

天
禄
三
年
で
あ
る
。

「蜻
蛉
日
記
』
下
巻
が
纏
め
ら
れ
た
の
は
も
う
少
し
後
だ
ろ
う
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、
天
禄
三
年
頃
は
、
単
に
物
語
的
な
私
家
集
が
流
行
っ
て
い

た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
兼
通
の
兄
弟
達
が
活
発
に
文
学
活
動
を
し
て

い
た
時
期
に
あ
た
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
に
、
先
に
も
触
れ
た
と

お
り
、　
〓

条
摂
政
御
集
』
は
本
集
の
Ｆ
に
あ
た
る
出
来
事
を
記
す
し
、

「蜻
蛉
日
記
』
下
巻
に
は
兼
通
が
道
綱
母
へ
の
返
歌
を
詠
み
あ
ぐ
ね
て
い

る
姿

（天
延
二
年
十
月
）
な
ど
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
兼
通
は
否
応
無
し

に
兄
弟
達
の
作
品
の
材
料
に
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

従
っ
て
、

『本
院
侍
従
集
」
を
第
二
者
が
編
ん
だ
と
し
て
も
、
伊
ヂ

。

兼
通

・
兼
家
三
兄
弟
に
関
わ
り
の
深
い
誰
か
の
仕
業
で
あ
る
と
い
う
可
能

性
の
方
が
高
い
と
思
う
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
兼
通
自

身
の
関
係
者
が
本
集
を
編
ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
う
す
る
と
、
編
者

は
本
院
侍
従
の
側
に
求
め
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
か
つ
て
私
は
、　
〓

条
摂
政
御
集
』
の
他
撰
部
分
が
編
ま
れ

る
に
際
し
、
本
院
邸
か
ら
本
院
侍
従
関
連
の
資
料
が
提
供
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る

（２０
）
。
な
ら
ば
、
本
院
邸
に
お
い
て
、

兼
通
を
主
人
公
と
す
る
歌
物
語
即
ち
現
存

『本
院
侍
従
集
』
が
編
ま
れ
た

と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
ま
た
、
冒
頭
で
一
箇
所
に
だ
け
本
院
侍
従
に

対
し
て
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
る

（
「
お
ほ
む
い
と
こ
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
り
」

）
が
、
こ
れ
も
本
来
本
院
侍
従
に
対
し
て
敬
語
を
用
い
る
は
ず
の
本
院
邸

の
女
房
が
筆
者
で
あ

っ
た
為
の
不
統

一
だ
と
説
明
で
き
る
。
実
際
、　
コ

条
摂
政
御
集
』
の
他
撰
部
分
で
は
本
院
侍
従
に
対
し
て
敬
語
が
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る

（２‐
）
。
ゃ
は
り
、

『本
院
侍
従
集
』
の
編
者
は
本
院
侍

従
の
近
く
に
人
物
で
あ

っ
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、

「本
院
侍
従
集
』
の
編
者
が
兼
通
で
も
本
院
侍
従
で
も
な
い
第

二
者
だ
と
し
て
も
、
本
院
侍
従
の
側
近
く
の
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
兼
通
が
嘆
い
た
り
慰
め
ら
れ
た

り
す
る
の
が
強
調
さ
れ
た
の
か
が
疑
間
と
し
て
残
る
。
と
こ
ろ
で
、
兼
通

を
冴
え
な
い
人
物
に
描
く
の
は

「本
院
侍
従
集
』
だ
け
で
は
な
い
。
先
に

も
触
れ
た

『靖
蛉
日
記
』
下
巻

（天
延
二
年
）
の
姿
も
そ
う
で
あ
る
。
同

じ

『蜻
蛉
日
記
』
下
巻

（天
禄
三
年
四
月
）
に
描
か
れ
る
伊
ア
の
姿
と
は

比
べ
る
べ
く
も
な
い
。
ま
た
、

「大
鏡
』
に
お
け
る
彼
の
描
写
も
好
意
的

な
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
渡
辺
実
氏
が

「大
鏡
の
人
び
と
』

（２２
）
で

「
と
に
か
く
に
兼
通
は
や
や
異
常
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
言
う
程
で

あ
る
。

こ
こ
で
億
測
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
う
と
、
実
際
に
兼
通
が
凡
庸
な
人
物

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
色
々
な
作
品
で
扱
き
下
ろ
さ
れ
る
の
は

政
治
的
な
意
図
が
働
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、

「本
院
侍
従
集
』
が
編
ま
れ
た
天
禄
三
年
は
伊
ア
が
死
ん
だ
年
に
あ
た
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
例
の
兼
通
と
兼
家
の
壮
烈
な
後
継
争
い
が
行
わ
れ
た
年

で
あ
る
。
周
知
の
通
り
瀕
死
の
兼
通
が
勝
利
を
お
さ
め
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
時
期
と
前
後
し
て
兼
通
の
い
わ
ば
惨
め
な
姿
を
強
調
す
る
か

の
よ
う
な

『本
院
侍
従
集
』
が
編
ま
れ
た
の
は
果
た
し
て
偶
然
で
あ
ろ
う

か
。
兼
通
は
伊
ア
の
後
継
者
と
し
て
相
応
し
い
人
物
で
は
な
い
こ
と
を
、

文
学
の
上
で
示
そ
う
と
し
た
の
が

『本
院
侍
従
集
』
で
は
な
い
か
と
私
は

思
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「大
鏡
』
は
後
の
時
期
の
も
の
で
は
あ
る
が
、

道
長
を
賛
美
す
る
作
者
が
道
長
の
父
兼
家
の
政
争
相
手
兼
通
に
対
し
批
判

的
な
目
を
向
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
憶
測
で
稿
を
閉
じ
る
の
は
心
苦
し

い
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

注
（
１
）
伊
井
春
樹

「本
院
侍
従
の
宮
仕
え
に
つ
い
て
」

（
『平
安
文
学
研

究
』
第
３６
輯

。
一
九
六
六
年
６
月
）
。
後
、

『
源
氏
物
語
論
考
』

（
一
九
八

一
年

・
風
間
書
房
）
に
所
収
。

（２
）

『本
院
侍
従
集
』
か
ら
の
引
用
は
、
群
書
類
従
本
を
底
本
と
す
る

「新
編
国
歌
大
観
』
を
も
と
と
し
、
私
に
濁
点

・
句
読
点
等
を
付
し

た
。
な
お
、
詞
書
に
句
点
を
付
し
た
の
は
、
本
集
の
詞
書
が
物
語
的

に
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
同
じ
。

（３
）
勅
撰
和
歌
集
の
本
文

・
歌
番
号
は

「
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。



以
下
、
同
じ
。

（４
）
主
に
片
桐
洋

一
「本
院
侍
従
」

（
『
国
文
学
』
１２
巻
１
号

。
一
九

六
七
年

一
月
）
に
よ
っ
た
。
な
お
、
徽
子
の
入
内
時
期
と
本
院
侍
従

の
詳
し
い
経
歴
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

（
５
）
伊
井
春
樹
氏

（注
１
論
文
に
同
じ
）
は
序
文
に
つ
い
て

「第

一
安

子
が
女
御
に
な
つ
て
後
の
話
で
あ
れ
ば
、
年
代
的
に
合
わ
な
く
な
つ

て
く
る
。
安
子
の
女
御
に
な
つ
た
の
は
、
天
慶
九
年
二
月
十
三
日
二

十

一
歳
の
時
で
あ
る
が

（大
鏡
裏
書
）
、
こ
の
年
兼
通
は
既
に
二
十

二
歳
で
、
七
月
に
は
昇
殿
も
許
さ
れ
九
月
に
は
侍
従
と
な
り
三
年
前

の
天
慶
六
年
に
は
叙
爵
も
し
て
い
る
。
」

（括
弧
内
原
文
）
と
述
べ
、

「
結
論
的
に
い
え
ば
、
本
院
侍
従
集
の
冒
頭
の
記
述
に
は
時
間
的
な

ず
れ
が
あ
る
。
」
と
解
釈
し
、
本
院
侍
従
の
出
仕
順
序
を
、
慶
子
↓

徽
子
↓
安
子
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
で
は
、

「安
子
が

女
御
に
な
つ
て
後
の
話
で
あ
れ
ば
」
と
い
う
前
提
が
間
違

っ
て
い
る
。

先
程
確
認
し
た
序
文
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
を

「安
子
が
女
御

に
な

っ
て
後
の
話
」
と
と
る
必
然
性
は
全
く
な
い
。
序
文
は
安
子
が

成
明
親
王
に
入
内
し
た
天
慶
三
年
四
月
十
九
日

（
『
日
本
紀
略
』
）

以
降
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
兼
通
が
十
八
歳
で
あ
っ
た
天
慶
五

年
の
こ
と
と
考
え
て
矛
盾
は
な
い
。

ま
た
、
山
崎
久
美
子
氏

〈
「
『本
院
侍
従
集
』
の
構
造
と
成
立
事

情
に
つ
い
て
」
（立
教
大
学

『
日
本
文
学
』
３７

。
一
九
七
六
年
１２
月
》

は
、
本
院
侍
従
が
兼
通
や
安
子
の
い
と
こ
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
に

疑
間
を
抱
き
、
結
論
と
し
て
序
文
の
第
二
文
目
を

「
お
ほ
ぢ
は
太
政

大
臣
、
い
も
う
と
は
后
腹
の
親
王
妃
、
お
ほ
み
い
と
こ

（他
な
ら
ぬ

私
の
主
人
、
朱
雀
帝
女
御
慶
子
）
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
り
」

（括
弧
内

原
文
）
と
解
し
て
い
る
。
従

っ
て
序
文
に
安
子
は
出
て
こ
な
い
こ
と

に
な
り
、
他
に
本
院
侍
従
が
安
子
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
録

も
な
い
の
で
、
彼
女
が
安
子
に
仕
え
た
こ
と
を
否
定
し
、
そ
の
出
仕

順
序
を
慶
子
↓
徹
子
と
考
え
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
解
釈
で
も
人
物

関
係
を
無
理
な
く
説
明
で
き
る
。
又
、

「
お
ほ
む
い
と
こ
さ
ぶ
ら
ひ

´

給
ひ
け
り
」
を
本
院
侍
従
の
こ
と
と
す
る
通
説
に
従
う
と
、
集
中
で

こ
こ
一
箇
所
だ
け
本
院
侍
従
に
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
疑

間
が
生
ず
る
が
、
い
と
こ
を
女
御
慶
子
と
す
れ
ば
そ
の
疑
間
は
氷
解

す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
と
こ
を
慶
子
と
す
る
方
が
よ
い
よ
う
に
思

え
な
い
こ
と
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
山
崎
氏
の
解
釈
で
は
、
序
文
で
本

院
侍
従
そ
の
人
に
つ
い
て
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

恐
ら
く
山
崎
氏
も
そ
の
こ
と
を
気
に
し
て

「
他
な
ら
ぬ
私
の
主
人
」

と
い
う

一
句
を
解
釈
に
加
え
た
の
だ
ろ
う
が
、
無
理
が
あ
ろ
う
。
ま

た
、

「
お
ほ
む
い
と
こ
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
り
」
０
後
に
は

「
そ
の
こ

の
次
郎
君
お
も
ひ
か
け
給
ひ
て
」
と
続
く
の
だ
か
ら
、
い
と
こ
を
慶

子
と
と
る
と
兼
通
が
懸
想
し
た
の
は
慶
子
と
い
う
お
か
し
な
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
は
、

「
歌
物
語
の
文
章
は
、
人
物
の
事
績
を

語
る
も
の
で
あ
り
、
従
つ
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
歌
を
よ
む

「
人
物
」

を
提
示
す
る
こ
と
が

（歌
物
語
の
）
最
大
の
要
件
で
あ
つ
た
」

（括

弧
内
引
用
者
）
と
い
う
片
桐
洋

一
氏
の
説

〈
「
後
撰
集
の
物
語
性
―

付
歌
物
語
の
本
質
―
」

（
『
国
語
と
国
文
学
』
４４
巻
１０
号

。
一
九
六
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七
年
１０
月
）
〉
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
こ
の
い
と
こ
は
、
本
集
の
女

主
人
公
本
院
侍
従
と
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
本
院
侍
従
の
出
仕
先
は
、
慶
子

。
安

子

・
徽
子
の
順
で
あ

っ
た
と
考
え
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

（６
）
目
加
田
さ
く
を

。
中
嶋
員
理
子

『本
院
侍
従
集
全
釈
」

（
一
九
九

一
年

・
風
間
書
房
）
、
稲
賀
敬
二

「
本
院
侍
従
―
そ
の
生
涯
と
集
―
」

（
『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
３６

。
一
九
七
六
年
１２
月
）
、
山
崎
論

文
は
注
５
に
同
じ
。
鈴
木
あ
き
子

「本
院
侍
従
集
私
論
―
そ
の
歌
物

語
的
性
格
と
成
立
事
情
―
」

（
『国
文
』
第
７８
号

。
一
九
九
二
年
１

月
）
。

（７
）
兼
通
の
服
喪
の
時
期
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

（８
）
注
５
参
照
。

（９
）

『
源
氏
物
語
』
の
古
注
釈
は
、

「
奥
入
』
に
つ
い
て
は

『源
氏
物

語
大
成
研
究
資
料
編
」
、

「紫
明
抄
』

・
『
河
海
抄
」
に
つ
い
て
は

『紫
明
抄
河
海
抄
」

（玉
上
琢
弥
編

。
一
九
六
八
年

・
角
川
書
店
）
、

そ
の
他
に
つ
い
て
は

「源
氏
物
語
古
注
集
成
』

（桜
楓
社
）
を
参
照

し
た
。
な
お
、
引
歌
の
検
索
に
は

「
源
氏
物
語
引
歌
索
引
』

（伊
井

春
樹
編

。
一
九
七
七
年

・
笠
間
書
院
）
を
参
照
し
た
。

（１０
）

『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
引
用
は
、
新
潮
古
典
集
成
に
よ
る
。

（Ｈ
）

「
一
条
摂
政
御
集
』
か
ら
の
引
用
は
、

「新
編
国
歌
大
観
』
に
よ

２
つ
。

（‐２
）
平
安
文
学
輪
読
会
著

。
一
九
六
七
年

・
塙
書
房
。

（‐３
）
本
院
邸
が

『拾
芥
抄
』
で
は

「
左
大
臣
時
平
家
」
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
が
実
頼
の
所
有
に
帰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て

は
、
注
１
伊
井
論
文
に
詳
し
い
。

（
‐４
）
拙
稿

「
『
一
条
摂
政
御
集
』
論
―

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
特
質
―
」

（
『詞
林
』
第
２
号

。
一
九
八
七
年
Ｈ
月
）
、
及
び

「
歌
語
り
か
ら

「
と
よ
か
げ
」
の
部
へ
―

〓

条
摂
政
御
集
』
の
好
古
関
連
歌
を
中

心
と
し
て
―
」

（
『語
文
』
第
５８
輯

。
一
九
九
二
年
４
月
）
参
照
．

（
‐５
）
こ
の
考
え
に
従
え
ば
、
本
院
侍
従
の
履
歴
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳

し
い
推
測
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
。
先
に
も
触
れ
た
通
り
、

彼
女
は
本
集
の
序
文
の
天
慶
五
年
の
段
階
で
安
子
の
許
に
仕
え
て
い

た
の
だ
が
、
Ｂ
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
一
旦
本
院
に
戻
る
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
Ｃ
～
Ｅ
の
贈
答
も
交
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

当
時
慶
子
は
朱
雀
天
皇
の
女
御
と
な
っ
て
梨
壺
に
い
た
の
で
、
本
院

侍
従
も
間
も
な
く
梨
壺
に
移
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
本
院
邸
に
は
彼

女
が
仕
え
る
べ
き
主
人
は
い
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
の
後
幾
許
か
時
間

が
た
っ
て
、
天
慶
六
年
十
月
に
な
り
Ｈ
の
贈
答
が
交
わ
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
前
述
の
通
り
、
天
慶
九
年
七
月
の
時
点
で
慶
子
が
本
院
に
帰

っ
た
の
に
伴
い
、
本
院
侍
従
も
本
院
に
移
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で

明
く
る
天
暦
元
年
七
月
頃
に
な
っ
て
Ｆ
が
起
こ
り
、
間
も
な
く
Ｉ
の

贈
答
が
交
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
彼
女
は
連
れ

出
さ
れ
た
所
に
少
な
く
と
も
翌
天
暦
二
年
の
二
月
ま
で
は
滞
在
し

（ち
な
み
に
、
天
暦
元
年
に
は
関
七
月
が
あ
る
）
、　
一
旦
又
本
院
に

戻
っ
た
り
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
同
年
末
の
徽
子

の
入
内
を
契
機
と
し
て
ま
た
も
や
宮
中
に
出
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
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の
が
Ｇ
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
根
拠
の
乏
し
い
部
分
も

あ
る
が
、　
一
応
以
上
の
よ
う
に
推
測
で
き
よ
う
。

（‐６
）

「
本
院
侍
従
に
つ
い
て
」

（
『国
文
目
白
』
１
号

。
一
九
六
二
年

３
月
）

（‐７
）
注
７
に
同
じ
。

（
‐８
）
注
６
鈴
木
論
文
に
同
じ
。

（‐９
）

「
本
院
侍
従
集
覚
書
」

（
「清
泉
女
子
大
学
紀
要
』
１０

。
一
九
六

三
年
３
月
）

（２０
）

「
「
一
条
摂
政
御
集
』
の
他
撰
部
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
詞
書
を

中
心
と
し
て
―
」

（
『
詞
林
』
第
８
号

。
一
九
九
〇
年
１０
月
）

（２‐
）

『
一
条
摂
政
御
集
』
他
撰
部
分
で
は
、
北
の
方
恵
子
女
王

。
本
院

女
御
慶
子
を
除
く
女
性
に
は
敬
語
が
用
い
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ

る
が
、
好
古
女
と
本
院
侍
従

（９８

・
９９
番
の
詞
書
に

「
い
り
た
ま
ひ

ぬ
れ
ば
」
、

「
た
ち
た
ま
ひ
に
け
り
」
と
あ
る
の
は
、
１
０
０
番
の

詞
書
に

「
か
へ
し
、
本
院
に
こ
そ
」
と
あ
る
の
よ
り
、
本
院
侍
従
の

行
為
だ
と
思
わ
れ
る
）
に
対
し
て
は
例
外
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
好
古
家
は
他
撰
部
分
の
一
部
の
編
纂
に
関
わ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る

（注
１４

『
語
文
』
論
文
参
照
）
。

（２２
）

一
九
八
七
年

。
中
央
公
論
社

（中
公
新
書
八
三
〇
）
。

〔付
記
〕
本
稿
は
、　
一
九
九
二
年
十
月
二
十
五
日
、
和
歌
文
学
会
第
二
十

八
回
大
会

（於

・
慶
応
義
塾
大
学
）
に
於
い
て
口
頭
発
表
し
た
際

の
原
稿
に
加
筆
修
正
を
施
し
て
な
し
た
も
の
で
す
。
尚
、
鈴
木
あ

き
子
氏
の
論
文
は
そ
の
後
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
申
し

添
え
て
お
き
ま
す
。

（
つ
つ
み

。
か
ず
ひ
ろ
　
鈴
峯
女
子
短
期
大
学
講
師
）
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