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慈
円
と
源
頼
朝
の
贈
答
歌

―
―
「
壺
の
い
し
ぶ
み
」
詠
の
漢
籍
受
容
に
つ
い
て
―
―北　

　

山　
　

円　
　

正

一

　

『
新
古
今
集
』
に
は
、
鎌
倉
幕
府
初
代
将
軍
源
頼
朝
の
歌
を
二
首
載
せ
て

い
る
。
そ
の
一
首
は
、
慈
円
に
宛
て
た
歌
で
あ
る
。

　
　
　
　

 

前
大
僧
正
慈
円
、
ふ
み
に
て
は
思
ふ
ほ
ど
の
こ
と
も
申
し
尽
く
し

が
た
き
よ
し
、
申
し
つ
か
は
し
て
は
べ
り
け
る
返
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
右
大
将
頼
朝

　
　

 

み
ち
の
く
の
い
は
で
し
の
ぶ
は
え
ぞ
知
ら
ぬ
書
き
尽
く
し
て
よ
壺
の
い

し
ぶ
み
（
巻
十
八
・1786

・
雑
歌
下
）

慈
円
の
『
拾
玉
集
』
か
ら
採
っ
た
歌
で
あ
る
。
そ
の
詞
書
に
よ
れ
ば
、
建
久

六
（
一
一
九
五
）
年
三
月
四
日
、
頼
朝
が
東
大
寺
の
再
建
供
養
に
結
縁
す
る

た
め
に
上
洛
し
、
内
裏
・
六
波
羅
で
対
面
し
て
交
流
を
深
め
、
そ
の
中
で
和

歌
・
消
息
の
応
酬
を
し
て
い
る
。
そ
の
歌
数
七
十
七
首
。
男
女
の
恋
歌
と
み

て
よ
い
や
り
取
り
が
つ
づ
い
て
お
り
、
そ
の
中
に1786

番
歌
が
あ
る
。
直
接

に
は
前
日
の
贈
答
を
承
け
て
、

　
　
　
　

そ
の
翌
日
、
自
レ
彼
ま
た
申
し
遣
し
た
る
を
み
れ
ば

　
　

 

あ
ひ
見
て
し
後
は
い
か
ご
の
海
よ
り
も
深
し
や
人
を
思
ふ
こ
こ
ろ
は

（5443

）

　
　
　
　

返
し

　
　

 

頼
む
こ
と
深
し
と
い
は
ば
わ
た
つ
海
も
か
へ
り
て
浅
く
な
り
ぬ
べ
き
か

な
（5444

）

　
　
　
　

副
へ
遣
す
歌

　
　

 

思
ふ
こ
と
い
な
み
ち
の
く
の
え
ぞ
言
は
ぬ
壺
の
い
し
ぶ
み
書
き
尽
く
さ

ね
ば
（5445

）

　
　
　
　

た
ち
か
へ
り
、
ま
た
返
し
に

　
　

 

み
ち
の
く
の
い
は
で
し
の
ぶ
ぞ
え
ぞ
知
ら
ぬ
書
き
尽
く
し
て
よ
壺
の
い

し
ぶ
み
（5446

）

　
　
　
　
　

 

凡
此
人
、
如
レ
此
贈
答
之
人
、
尤
希
有
歟
。
羊
僧
始
為
二
対
揚
一。

尤
為
二
珍
事
一
為
二
珍
事
一。

と
や
り
取
り
す
る
中
の
一
首
で
あ
る
。
、
頼
朝
か
ら
、
初
め
て
会
っ
て
か
ら

は
あ
な
た
を
思
う
心
は
海
よ
り
も
深
い
と
送
る
。
慈
円
は
、
あ
な
た
を
頼
み

に
す
る
心
の
深
さ
か
ら
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
海
な
ど
は
浅
い
も
の
と
詠
み
、
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こ
れ
に
添
え
て
、
あ
な
た
へ
の
思
い
は
言
い
尽
く
せ
な
い
と
応
じ
て
い
る
。

す
る
と
頼
朝
か
ら
折
り
返
し
、
こ
ら
え
た
り
せ
ず
語
り
尽
く
し
て
く
だ
さ
い

と
求
め
て
い
る
。

　

慈
円
は
頼
朝
の
和
歌
を
評
し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
贈
答
」
を
す
る
人
は

「
希
有
」
で
あ
る
と
も
、
「
珍
事
」
で
あ
る
と
も
称
え
て
い
る（
１
）。

東
国
の
人

に
し
て
は
よ
く
で
き
て
い
る
と
い
う
、
褒
め
こ
と
ば
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
以
後
七
十
首
も
の
贈
答
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
東
国
の
覇

者
へ
の
配
慮
を
含
む
も
の
の
、
力
量
へ
の
評
価
が
あ
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ

る
。

　

頼
朝
の
歌
に
つ
い
て
の
解
釈
に
は
、

　
　

 

古
抄
云
、
前
大
僧
正
慈
円
、
ふ
み
に
て
は
お
も
ふ
程
の
事
も
申
つ
く
し

か
た
き
よ
し
、
申
つ
か
は
し
て
侍
け
る
返
事
に
と
、
詞
書
也
。
坪
の
石

文
と
は
、
昔
田
村
将
軍
陸
奥
の
坪
と
い
ふ
所
に
、
石
に
日
本
の
中
央
也

と
石
に
碑
文
を
か
き
し
よ
り
、
坪
の
石
ふ
み
と
云
也
。
哥
の
こ
ゝ
ろ

は
、
く
わ
し
く
ふ
み
に
つ
く
し
給
へ
と
な
り
（
加
藤
磐
斎
『
新
古
今
増

抄
』
）

　
　

 

陸
奥
国
の
磐
手
・
信
夫
郡
で
は
な
い
が
、
言
わ
ず
に
こ
ら
え
て
い
る
な

ど
私
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
壺
の
碑
で
は
な
い
が
、
悉
皆
文
に
し
て

書
き
送
っ
て
く
だ
さ
い
（
田
中
裕
・
赤
瀬
信
吾
校
注
、
新
日
本
古
典
文

学
大
系
『
新
古
今
和
歌
集
』
・
岩
波
書
店
）

　
　

 

陸
奥
の
岩
手
や
信
夫
と
い
っ
た
歌
枕
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
わ
な
い

で
が
ま
ん
し
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
る
の
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
す
っ

か
り
お
気
持
ち
を
書
き
尽
く
し
て
く
だ
さ
い
。
壺
の
碑
な
ら
ぬ
お
文

に
…
…
（
久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
・
角
川
書
店
）

の
よ
う
に
、
慈
円
か
ら
の
贈
歌
に
、
「
ふ
み
に
て
は
思
ふ
ほ
ど
の
こ
と
も
申

し
尽
く
し
が
た
き
よ
し
」
と
あ
る
の
を
承
け
て
、
く
わ
し
く
文
に
尽
く
し
て

ほ
し
い
と
返
し
て
い
る
と
あ
る
。
他
の
注
釈
書
も
ほ
ぼ
同
様
の
解
釈
を
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
数
多
く
の
注
釈
書
は
、
『
袖
中
抄
』
以
来
問
題
に

な
る
こ
と
が
多
い
か
ら
か
、
歌
枕
「
壺
の
い
し
ぶ
み
」
へ
の
関
心
が
高
い（
２
）。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
注
解
と
し
て
は
な
お
付
け
加
え
る
べ
き
点
が
あ
る
。
そ

こ
で
『
新
古
今
集
』
の
頼
朝
詠
だ
け
で
は
な
く
、
『
拾
玉
集
』
に
あ
る
慈
円

の
贈
歌
も
含
め
、
両
歌
に
共
通
す
る
表
現
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
出
典
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

二

　

慈
円
の
歌
は
、
「
思
ふ
こ
と
」
を
「
え
ぞ
い
は
ぬ
」
表
現
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
―
―
副
詞
の
「
え
」
と
係
助
詞
「
ぞ
」
に
「
蝦
夷
」
を
掛
け

て
い
る
―
―
。
そ
れ
は
、
「
壺
の
い
し
ぶ
み
」
で
は
な
い
が
、
「
ふ
み
」
に

書
き
尽
く
せ
な
い
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
『
新
古
今
集
』
の
詞
書
「
文

に
て
は
思
ふ
ほ
ど
の
こ
と
も
申
し
尽
く
し
が
た
き
よ
し
、
申
し
つ
か
は
し
て

は
べ
り
け
る
返
事
に
」
は
、
そ
の
事
情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
「
い
し
ぶ
み
」
に
「
文
」
を
掛
け
る
。
文
（
和
歌
）
で
は
我
が
思

い
―
―
恋
情
と
言
う
べ
き
か
―
―
は
示
し
き
れ
な
い
の
だ
と
、
「
文
」
の
限

界
を
訴
え
て
い
る
。

　

頼
朝
は
返
歌
の
作
法
と
し
て
、
慈
円
の
こ
の
表
現
・
語
彙
を
踏
ま
え
る
。



― 3 ―

す
な
わ
ち
、
思
い
を
伝
え
ず
に
こ
ら
え
て
い
る
な
ど
と
は
、
理
解
で
き
ぬ
こ

と
と
言
い
返
す
。
慈
円
の
歌
に
は
「
し
の
ぶ
」
に
相
当
す
る
語
は
み
え
な
い

が
、
「
み
ち
の
く
」
「
え
ぞ
」
を
承
け
て
、
「
い
は
ぬ
」
を
歌
枕
「
岩
手
」

に
変
え
、
さ
ら
に
「
し
の
ぶ
（
信
夫
）
」
「
え
ぞ
（
蝦
夷
）
」
と
つ
づ
け
た
。

そ
し
て
、
「
書
き
尽
く
」
せ
な
い
な
ど
と
言
わ
ず
、
「
壺
の
い
し
ぶ
み
」
で

は
な
い
が
、
「
書
き
尽
く
し
て
よ
」
と
求
め
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
い
し
ぶ

み
」
に
「
文
」
を
掛
け
て
い
る
。
戯
れ
の
や
り
取
り
で
は
あ
る
も
の
の
、
慈

円
の
趣
意
を
受
け
止
め
て
巧
み
に
返
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
い
は

ぬ
」
を
「
岩
手
」
と
詠
み
か
え
た
点
も
含
め
て
、
慈
円
は
評
価
し
た
は
ず
で

あ
る
。

　
　

 

内
容
は
、
用
談
の
上
の
返
事
程
度
の
も
の
で
あ
る
が
、
詠
み
方
は
達
者

な
も
の
で
あ
る
。
流る

人に
ん

の
武
将
が
い
つ
身
に
つ
け
た
の
か
と
思
わ
せ
る

（
窪
田
空
穂
『
完
本 

新
古
今
和
歌
集
評
釈
』
・
東
京
堂
出
版
）

と
評
す
る
の
も
、
そ
の
あ
た
り
を
踏
ま
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
両
歌
に
共
通
す
る
出
典
に
つ
い
て
述
べ
る
。
慈
円
が
、

「
文
」
で
は
「
思
ふ
こ
と
」
を
「
書
き
尽
く
」
さ
な
い
と
言
い
、
頼
朝
が
、

「
ふ
み
（
文
）
」
に
「
書
き
尽
く
し
て
よ
」
と
応
じ
た
の
は
、

　
　

 

子
曰
、
書
不
尽
言
、
言
不
尽
意
。
然
則
聖
人
之
意
、
其
不
可
見
乎

（
『
周
易
』
繫
辞
上
伝
）

　
　

 

子
曰
は
く
、
書
は
言
を
尽
く
さ
ず
、
言
は
意
を
尽
く
さ
ず
。
然
れ
ば
則

ち
聖
人
の
意
は
、
其
れ
見
る
べ
か
ら
ざ
る
か
。

に
も
と
づ
く
。
孔
子
の
問
題
提
起
で
あ
る
。
書
き
記
し
た
も
の
は
言
い
た
い

こ
と
を
述
べ
尽
く
し
て
い
な
い
、
こ
と
ば
は
思
い
を
表
現
し
尽
く
し
て
い
な

い
。
さ
す
れ
ば
聖
人
の
心
の
内
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
と
。
問
い
か

け
で
あ
る
。

　

両
者
の
歌
は
「
書
不
レ
尽
レ
言
、
言
不
レ
尽
レ
意
」
を
応
用
し
て
い
る
。
慈

円
は
「
ふ
み
書
き
尽
く
さ
」
な
い
の
で
（
書
不
レ
尽
レ
言
）
、
「
思
ふ
こ

と
」
（
「
意
」
）
を
「
え
ぞ
言
は
ぬ
」
（
「
言
不
レ
尽
」
）
と
、
心
の
内
を

言
い
尽
く
せ
な
い
と
訴
え
る
。
対
す
る
頼
朝
は
、
思
い
を
「
ふ
み
」
に
「
書

き
尽
く
し
て
よ
」
と
求
め
る
。
こ
の
表
現
は
、
「
書
不
レ
尽
レ
言
」
と
は
言

う
も
の
の
、
そ
れ
で
も
「
書
」
に
よ
っ
て
思
い
を
「
尽
」
く
し
て
ほ
し
い
と

懇
望
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
尽
」
く
し
が
た
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も

「
意
」
を
す
べ
て
示
し
て
ほ
し
い
と
、
難
題
を
突
き
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
周
易
』
の
示
す
道
理
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
訴
え
か
け

る
表
現
に
転
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
語
や
表
現
を
用
い
な
が
ら
も
、
巧

み
に
相
手
へ
の
要
望
を
詠
っ
た
手
法
も
称
え
ら
れ
た
点
な
の
で
あ
ろ
う
。
な

お
頼
朝
は
『
周
易
』
の
表
現
を
知
ら
ず
と
も
、
返
歌
が
可
能
だ
っ
た
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
が
、
慈
円
の
歌
句
を
一
見
し
て
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
そ
の
典
拠
を

察
知
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
官
人
・
文
人
お
よ
び
漢
学
に
触
れ

た
者
な
ら
常
識
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
頼
朝
も
『
周
易
』
の
表
現
を
知
っ

た
上
で
、
贈
歌
に
応
じ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
『
新
古
今
集
』
の
頼
朝
詠
詞
書
「
ふ
み
に
て
は
思
ふ
ほ
ど
の
こ
と

も
申
し
尽
く
し
が
た
き
よ
し
」
も
、
『
周
易
』
の
「
書
不
レ
尽
レ
言
、
言
不
レ

尽
レ
意
」
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
歌
集
撰
者
も
こ
の
典
拠
を
承
知
し
て

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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三

　

そ
れ
で
は
慈
円
と
頼
朝
は
、
直
接
『
周
易
』
を
も
と
に
し
て
詠
っ
た
と
考

え
て
よ
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
ば
か
り
と
も
言
え
な
い
。
詠
作
の
事
情
は
さ

ほ
ど
単
純
で
は
な
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
表
現
の
原
拠
と
し
て
想
起
し
て
い

た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
た
だ
、
「
書
不
レ
尽
レ
言
」
云
々
を
そ
の
ま
ま
引

い
た
り
、
多
少
の
語
句
を
変
え
た
り
、
同
旨
の
表
現
を
用
い
た
例
は
散
見
す

る
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
二
人
の
詩
囊
に
貯
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

次
に
は
そ
れ
ら
を
引
き
な
が
ら
、
二
首
の
表
現
に
何
ら
か
の
か
か
わ
り
を

持
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　

     

書
不
レ
尽
レ
懐
、
植
白
（
『
文
選
』
巻
四
十
二
、
魏
の
曹
植
「
与
二
楊
徳

祖
一
書
」
）

は
、
書
簡
の
末
尾
に
よ
く
用
い
る
、
こ
の
便
り
で
は
言
い
た
い
こ
と
を
述
べ

尽
く
し
て
い
な
い
と
い
う
決
ま
り
文
句
で
あ
る
。

     

良マ
コ
ト
ニ

増
二
邑
邑
一。
因
白
。
不○

○悉
璩
白
（
同
巻
四
十
二
、
魏
の
応
璩
「
与
二

満
公
琰
一
書
」
）

の
「
不
悉
」
（
悉つ
く

さ
ず
）
は
「
不
尽
」
と
同
じ
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
書
簡
を
結
ん
で
い
る
。
書
簡
の
文
体
の
慣
用
表
現
と
し
て
通
用
し
て
い
た

の
で
あ
る（
３
）。

　
　

 

有
二
雷
同
君
子
一。
問
二
於
違
レ
衆
先
生
一
曰
、
世
之
論
者
、
以
為
二
言
不
レ

尽
一レ

意
、
由
来
尚
矣
。
至
二
乎
通
才
達
識
一、
咸
以
為
レ
然
（
『
芸
文
類

聚
』
巻
十
九
・
言
語
、
晉
の
歐
陽
建
「
言
尽
レ
意
論
」
）

こ
れ
は
『
周
易
』
の
語
句
を
引
い
て
、
こ
と
ば
の
不
足
を
述
べ
る
も
の
で
あ

り
、
書
簡
以
外
に
用
い
て
い
る
。
今
に
到
る
も
識
者
は
賛
同
す
る
と
あ
る
。

　

以
上
は
六
朝
時
代
の
例
。
唐
代
で
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　
　

 

毎
惟
聖
祖
垂
レ
訓
、
貽
二
厥
孫
謀
一。
聴
理
之
余
、
伏
勤
二
講
読
一。
今
復

一
二
詮
二
疏
其
要
妙
一
者
、
書
不
レ
尽
レ
言
。
粗
挙
二
大
綱
一、
以
裨
二
初
学

者
一
爾ノ

ミ

（
『
全
唐
文
』
巻
四
十
一
、
元
宗
「
道
徳
真
経
疏
釈
題
詞
」
）

　
　

 

毎
二
於
篇
首
一、
各
陳
二
体
例
一、
書
不
レ
尽
レ
意
、
豈
及
二
多
陳
一。
文
外
幽

情
、
寄
二
於
輪
廓
一。
後
之
同
好
、
幸
悉
二
予
心
一
（
同
巻
一
五
九
、
李
君

球
「
乙
巳
占
序
」
）

前
者
は
、
書
物
は
こ
と
ば
の
す
べ
て
を
表
現
す
る
の
で
は
な
い
が
、
大
綱
を

示
し
て
初
学
者
に
益
し
た
い
と
い
う
。
後
者
は
、
所
詮
書
物
が
思
い
の
す
べ

て
を
描
く
の
で
は
な
い
か
ら
、
多
言
は
し
な
い
、
言
外
の
そ
こ
は
か
と
な
い

思
い
を
汲
み
取
っ
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

も
と
も
と
『
周
易
』
の
「
書
不
レ
尽
レ
言
、
言
不
レ
尽
レ
意
」
は
、
結
局
は

聖
人
の
意
中
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
と
い
う
、
疑
問
か
ら
発
せ
ら
れ

た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
右
の
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
表
現
に
お

け
る
不
如
意
を
語
る
語
句
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四

　

次
に
は
日
本
に
お
け
る
使
用
例
を
取
り
上
げ
て
、
慈
円
・
頼
朝
の
和
歌
に

お
け
る
応
用
に
到
る
ま
で
の
経
緯
を
述
べ
て
み
た
い
。
古
い
例
に
は
、

　
　

 

…
…
但
依
二
両
君
大
助
一、
傾
命
纔
継
耳ノ

ミ

〈
筆
不
レ

尽
レ

言
、
古
今
所
レ
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歎
〉
（
『
万
葉
集
』
巻
五
・
793
、
「
大
宰
帥
大
伴
卿
報
二
凶
問
一
歌
」
。

神
亀
五
〈
七
二
八
〉
年
六
月
二
十
三
日
）

が
あ
る
。
大
伴
旅
人
が
、
訃
報
に
接
し
て
返
答
し
た
書
簡
に
、
私
の
思
い
は
、

筆
に
よ
っ
て
は
言
い
尽
く
せ
な
い
と
嘆
き
を
述
べ
て
い
る
。
「
書
不
レ
尽
レ

言
」
と
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う（

４
）。

　
　

 

古
人
有
レ
言
、
書
不
レ

尽＊
　

レ

言
、
言
不
レ

尽
レ

意
。
又
言
得
レ
魚
忘
レ
筌
、

得
レ
意
忘
レ
文
。
然
則
文
章
之
難
、
聖
人
攸
レ
歎
（
『
政
事
要
略
』

巻
三
十
・
阿
衡
事
、
「
勘
二
申
阿
衡
一
事
」
。
橘
広
相
の
文
章
。
＊

「
尽
」
を
、
国
史
大
系
は
「
書
」
に
作
る
が
、
「
盡
」
（
「
尽
」
の
旧

字
体
）
の
誤
写
と
み
て
改
め
た
。
仁
和
四
〈
八
八
八
〉
年
）

「
阿
衡
」
の
職
掌
に
つ
い
て
、
広
相
が
「
无
レ
所
レ
不
レ
統
」
と
再
度
勘
申
し
、

そ
の
後
に
『
周
易
』
の
文
を
引
い
て
、
真
意
を
伝
え
る
難
し
さ
を
吐
露
す
る

件
で
あ
る
。
自
身
の
見
解
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
苦
悩
が
滲
み
出

て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。

　
　

 

勒
二
丞
勲
還
一。
書
不
レ

尽
レ

言
。
謹
状
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
七
・
185
、

菅
原
文
時
「
為
二
右
丞
相
一、
贈
二
大
唐
呉
越
公
一
書
状
」
。
天
暦
七

〈
九
五
三
〉
年
七
月
）

は
、
帰
国
す
る
呉
の
蔣
丞
勲
に
託
し
た
、
右
大
臣
藤
原
師
輔
か
ら
「
呉
越

王
」
へ
の
返
書
の
末
尾
。
書
状
・
進
物
へ
の
感
謝
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
結

び
に
、
決
ま
り
文
句
と
し
て
用
い
た
例
で
あ
る
。

　
　

 

此
趣
令
二
美
濃
守
為
憲
朝
臣
草
一
之
也
。
中
心
所
レ
思
、
不
レ
能
二
叢ソ

ウ

脞サ
一。

所
レ
謂
書
不
レ
尽
レ
言
レ
志
歟
（
『
権
記
』
長
保
元
〈
九
九
九
〉
年
八
月

二
十
六
日
。
「
叢
脞
」
は
、
こ
ま
か
に
、
つ
ま
び
ら
か
に
の
意
）

は
、
藤
原
行
成
が
、
亡
友
源
宣
方
の
供
養
の
た
め
に
不
動
尊
像
を
画
き
、
こ

れ
に
添
え
た
識
語
（
由
緒
）
。
宣
方
へ
の
思
い
を
詳
し
く
表
す
こ
と
は
で
き

な
い
と
感
じ
、
「
書
不
レ
尽
レ
言
レ
志
歟
」
と
思
い
至
っ
て
い
る（

５
）。

　
　

 

今
又
遇
二
此
闕
一、
臣
已
当
二
其
任
一。
誰
人
敢
比
レ
肩
、
何
輩
更
論
レ
功
。

早
以
二
松
容
之
次
一、
令
レ
達
二
蘇
心
之
鬱
一。
書
不
レ

尽
レ

事
、
只
任
二
賢

察
一
而
已
。
顕
雅
頓
首
謹
言
（
『
朝
野
群
載
』
巻
二
、
源
顕
雅
「
可
レ

被
三
拝
二
任
大
納
言
闕
一
事
」
。
長
承
元
〈
一
一
三
二
〉
年
十
二
月
二
十

日
）

中
納
言
源
顕
雅
が
、
大
納
言
の
闕
に
任
じ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
う
、
内
大
臣
藤

原
宗
忠
宛
の
書
状
で
あ
る
。
申
文
の
よ
う
な
内
容
と
も
い
え
よ
う
。
自
分
は

誰
よ
り
も
そ
の
任
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
い
つ
つ
も
、
書
面
で
は
書
き
尽
く
せ

な
い
の
で
、
た
だ
ご
賢
察
に
お
任
せ
し
た
い
と
頼
み
込
ん
で
い
る
。

　

書
簡
と
言
え
ば
、
書
簡
文
例
集
つ
ま
り
往
来
物
を
挙
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　

 

但
聞
不
レ
可
レ
及
レ
広
。
其
間
事
令
二
思
慮
一
給
。
書
不
レ

尽
レ

言
シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ

、
併　

在
二
面
展
一。
某
謹
言
（
『
雲
州
往
来
』
巻
下
）

は
、
行
楽
を
誘
っ
て
い
る
。
た
だ
し
あ
ま
り
話
を
広
げ
ぬ
よ
う
に
と
断
り
、

書
簡
で
は
言
い
尽
く
せ
ぬ
の
で
、
す
べ
て
は
お
目
に
か
か
っ
た
時
に
と
、
常

套
の
表
現
で
終
え
て
い
る
。

　
　

 

視
聴
所
レ
触
、
記
録
在
レ
斯
。
書
不
レ
尽
レ
言
、
九
牛
之
一
毛
也
。
子
細

之
趣
、
重
期
二
後
信
一。
謹
言
（
『
釈
氏
往
来
』
）

高
野
山
御
幸
の
模
様
は
書
面
で
は
表
現
し
き
れ
ず
、
お
伝
え
し
た
内
容
は

「
九
牛
之
一
毛（
６
）」

の
よ
う
な
も
の
。
子
細
に
つ
い
て
は
後
便
で
述
べ
た
い
と

あ
る
。
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尽
日
会
賦
二
一
首
一。
令
二
同
道
一
給
哉
。
且
文
庫
之
地
形
、
可
二
申
合
一

也
。
書
不
レ
尽
レ
言
。
不
具
謹
言
（
『
貴
嶺
問
答
』
）

嵯
峨
野
の
「
棲
霞
寺
」
へ
の
「
同
道
」
な
ら
び
に
同
寺
で
の
賦
詩
を
誘
い
、

さ
ら
に
こ
の
地
に
建
て
る
つ
も
り
の
「
文
庫
」
に
つ
い
て
相
談
を
持
ち
か
け

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
手
紙
で
は
言
い
尽
く
せ
ぬ
と
述
べ
て
書
き
終
え
て
い

る
。

　

往
来
物
の
例
と
し
て
挙
げ
た
、
守
覚
法
親
王
の
『
釈
氏
往
来
』
と
中
山
忠

親
の
『
貴
嶺
問
答
』
は
、
慈
円
・
頼
朝
と
同
時
代
の
著
作
で
あ
る
。
さ
ら
に

同
じ
頃
の
例
を
加
え
て
お
く
。

　
　

 

如
レ
此
ノ
事
等
、
書
不
レ
尽
レ
言
。
以
レ
人
可
レ
申
之
処
、
定
無
二
其
隙
一
歟
。

無
レ
止
且
先
献
二
愚
札
之
状
一。
謹
言
（
勝
賢
『
建
久
二
年
辛
亥
祈
雨
日

記
』
。
建
久
二
年
は
一
九
九
一
年
）

「
如
レ
此
ノ
事
等
」
は
、
書
名
に
あ
る
「
祈
雨
」
の
修
法
。
こ
の
依
頼
の
趣

は
、
書
札
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
。
よ
っ
て
人
を
遣
わ
し
て
申
す
べ
き
で
あ

る
が
、
暇
の
な
き
を
慮
っ
て
書
簡
を
た
て
ま
つ
る
と
末
尾
に
認
め
て
い
る
。

　
　

 

王
者
之
忝
レ
政
、
雖
レ
非
二
偏
頗
一、
人
倫
之
愚
習
、
奈イ

カ
ニ
セ
ム

二
何
其
恨
一。
欲
レ

述
二
愁
緒
一、
詞
咽
レ
涙
、
欲
レ
挙
二
訴
状
一、
鬱
余
レ
筆
。
仍
書
不
レ
尽
レ
言
。

泣
勒
二
大
概
一
而
已
（
『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
九
七
、
「
東
大
寺
僧
綱
等

解
案
」
。
建
仁
元
〈
一
二
〇
一
〉
年
四
月
）

所
領
に
つ
い
て
東
大
寺
僧
綱
か
ら
院
庁
に
出
さ
れ
た
解
文
で
あ
る
。
失
っ
た

土
地
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
と
涙
に
咽
び
、
訴
え
よ
う
と
す
る
と
筆
に

あ
ま
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
書
き
切
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

お
お
よ
そ
を
記
す
ば
か
り
だ
と
述
べ
て
い
る
。
申
請
書
の
中
の
一
例
で
あ
る
。

　

仮
名
文
で
の
使
用
例
を
み
て
お
き
た
い
。

　
　

 

忘
れ
が
た
く
口
惜
し
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
え
尽
く
さ
ず
。
と
ま
れ
か
う

ま
れ
と
く
破や

り
て
む
（
『
土
左
日
記
』
承
平
五
〈
九
三
五
〉
年
二
月

十
六
日
）

日
記
の
末
尾
で
あ
る
。
五
十
日
余
の
旅
の
あ
り
さ
ま
や
折
々
の
思
い
を
書
き

終
え
、
擱
筆
す
る
に
当
た
っ
て
そ
の
時
の
感
慨
を
綴
っ
て
い
る
。
と
て
も

表
現
し
尽
く
す
こ
と
な
ど
で
き
ぬ
と
、
空
し
さ
や
限
界
を
痛
感
し
て
い
る
。

「
え
尽
さ
ず
」
と
し
か
な
い
が
、
「
書
不
レ
尽
レ
言
、
言
不
レ
尽
レ
意
」
を
踏

ま
え
、
そ
の
道
理
を
敷
衍
・
応
用
し
た
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う（
７
）。

な
お
、

仮
名
文
に
お
け
る
例
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

五

　

慈
円
・
頼
朝
が
自
詠
に
取
り
込
ん
だ
、
「
書
不
レ
尽
レ
言
、
言
不
レ
尽
レ

意
」
（
『
周
易
』
繫
辞
上
伝
）
お
よ
び
、
中
国
・
日
本
に
お
け
る
そ
の
受
容

例
を
、
書
簡
・
勘
申
・
識
語
・
申
文
―
―
申
文
に
類
似
し
た
も
の
―
―
・
解

状
な
ど
に
つ
い
て
一
瞥
し
た
。
な
お
、
仮
名
文
は
わ
ず
か
に
『
土
左
日
記
』

の
一
例
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
紀
貫
之
の
場
合
は
、
官
人
・
文
人
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
お
の
ず
と
生
ま
れ
た
表
現
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
和
歌
の

例
は
、
平
安
時
代
以
前
で
は
未
見
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
二
人
の
こ
の
表

現
は
、
歌
人
ら
に
は
新
奇
に
映
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
見
落
と
し
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
諸
賢
の
ご
教
示
を
得
た
い
。

　

『
周
易
』
の
こ
の
二
句
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
官
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人
・
文
人
に
と
っ
て
は
、
常
識
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
二
句
を

引
い
た
文
章
や
、
こ
の
道
理
を
応
用
し
た
表
現
に
、
し
ば
し
ば
接
し
た
は
ず

で
あ
る
。
慈
円
と
頼
朝
は
、
い
つ
知
ら
ず
こ
の
表
現
を
身
に
付
け
、
和
歌
贈

答
の
機
会
を
得
て
詠
み
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
典
拠
を
指
摘
す
る

な
ら
『
周
易
』
（
繫
辞
上
伝
）
の
二
句
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
直
接

の
出
典
は
特
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
人
々
は
、
慈
円
・
頼
朝
の
贈

答
歌
に
接
し
た
時
、
大
本
の
『
周
易
』
を
想
起
す
る
の
は
も
と
よ
り
、
そ
こ

か
ら
派
生
し
た
書
簡
の
慣
用
句
を
は
じ
め
と
す
る
表
現
に
思
い
至
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
し
て
和
歌
に
お
い
て
は
珍
し
い
、
そ
の
表
現
・
技
巧
に
共
感
し

た
の
で
は
な
い
か
。

　

頼
朝
は
平
治
の
乱
（
平
治
元
〈
一
一
五
九
〉
年
）
以
後
、
伊
豆
国
で
流
人

と
し
て
の
暮
ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
流
さ
れ
た
と
き
は
十
二
歳
で
あ
っ

た
の
で
、
す
で
に
源
氏
の
御
曹
司
と
し
て
相
応
の
教
育
を
受
け
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
伊
豆
国
に
住
ん
で
か
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
を
身
に
付
け
て
い

た
の
で
は
な
い
か
。
年
を
追
う
に
つ
れ
、
教
養
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
東
大
寺
供
養
の
た
め
に
上
洛
す
る
に
当
た
っ

て
、
粗
野
な
東
国
の
武
人
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
都
の

貴
顕
と
渡
り
合
う
に
は
、
知
性
・
礼
節
・
教
養
な
ど
が
必
要
で
あ
っ
た
に
ち

が
い
な
い
。
慈
円
と
の
和
歌
贈
答
は
、
頼
朝
の
人
と
な
り
が
試
さ
れ
る
機
会

で
あ
っ
た
。
慈
円
は
頼
朝
と
の
や
り
取
り
を
通
じ
て
、
「
尤
希
有
歟
」
「
尤

為
二
珍
事
一
為
二
珍
事
一
」
と
書
き
と
め
て
い
る
。
驚
き
で
あ
る
と
と
も
に
称

賛
の
こ
と
ば
と
い
え
よ
う
。
対
等
の
応
酬
と
感
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。
頼
朝
が
、

『
周
易
』
の
「
書
不
レ
尽
レ
言
、
言
不
レ
尽
レ
意
」
を
踏
ま
え
た
和
歌
の
表
現

を
理
解
し
て
、
歌
を
返
し
て
き
た
こ
と
も
「
希
有
」
「
珍
事
」
と
評
し
た
一

因
だ
っ
た
と
思
う
。

　

注
（
１ 

）
『
十
訓
抄
』
（
第
十
・
可
三
庶
二
幾
才
芸
一
事
）
も
、
こ
の
歌
を
「
お

も
し
ろ
く
、
た
く
み
に
こ
そ
聞
こ
ゆ
れ
」
と
誉
め
て
い
る
。

（
２ 

）
「
壺
の
い
し
ぶ
み
」
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
忠
慧
「
「
つ
ぼ
の
い
し

ぶ
み
」
考
証
稿
」
（
「
宮
城
学
院
女
子
大
学
研
究
論
文
集
」
第
五
十
二

号
・
一
九
八
〇
年
六
月
）
、
鈴
木
正
道
「
文
学
に
現
れ
た
「
壺
の
石

碑
」
（
三
）
」
（
『
慈
円
研
究
序
説
』
一
九
九
三
年
六
月
・
桜
楓
社
、

所
収
）
、
上
宇
都
ゆ
り
ほ
「
慈
円
・
頼
朝
贈
答
歌
に
つ
い
て
の
一
考

察
―
―
「
い
か
ご
の
う
み
」
と
「
つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
」
を
中
心
と
し

て
―
―
」
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
「
人
間
文
化
研
究
年
報
」
第
十
八

号
・
一
九
九
五
年
三
月
）
、
及
川
道
之
「
源
頼
朝
と
陸
奥
の
歌
枕
―
―

「
磐
手
」
「
信
夫
」
「
壺
の
い
し
ぶ
み
」
―
―
」
（
「
日
本
文
学
風
土

学
会
記
事
」
第
四
十
号
・
二
〇
一
六
年
三
月
）
、
久
保
田
淳
「
壺
の

碑
」
（
『
花
の
も
の
言
う
―
―
四
季
の
う
た
』
二
〇
一
二
年
六
月
・
岩

波
書
店
、
所
収
）
な
ど
が
あ
る
。

（
３ 

）
本
田
済
氏
は
、
「
書
不
レ
尽
レ
言
、
言
不
レ
尽
レ
意
」
に
つ
い
て
、

「
中
国
人
の
い
た
く
好
む
と
こ
ろ
と
な
り
、
書
翰
の
終
り
な
ど
に
慣

用
句
と
し
て
よ
く
引
か
れ
る
」
と
言
わ
れ
る
（
新
訂 

中
国
古
典
選

『
易
』
一
九
六
六
年
二
月
・
朝
日
新
聞
社
、
五
一
八
ペ
ー
ジ
）
。

（
４  

）
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学 

中
（上） 

』
第
二
篇
・
第
二
章

（3）
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「
萬
葉
集
の
文
章
」
（
一
九
七
三
年
一
月
・
塙
書
房
）
は
、
こ
の
表
現

を
取
り
上
げ
、
楼
蘭
文
書
や
六
朝
に
お
け
る
書
簡
で
の
例
を
多
数
引
い

て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５ 
）
槙
野
廣
造
「
源
宣
方
」
（
『
王
朝
千
年
記
』
二
〇
〇
一
年
十
月
・
思

文
閣
出
版
、
所
収
）
、
後
藤
昭
雄
「
文
人
た
ち
の
交
友
―
―
藤
原
行
成

を
軸
と
し
て
―
―
」
（
「
文
芸
論
叢
」
第
六
十
一
号
・
二
〇
〇
三
年
九

月
）
、
「
右
近
中
将
宣
方
の
為
の
四
十
九
日
の
願
文
（
大
江
匡
衡
）
―

―
源
宣
方
の
妻
、
夫
の
冥
福
を
祈
る
」
（
『
本
朝
文
粋
抄
』
二
〇
〇
六

年
十
二
月
・
勉
誠
出
版
、
所
収
）
、
拙
稿
「
藤
原
行
成
と
源
宣
方
―
―

『
権
記
』
の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
（
「
国
文
学
論
叢
」
第
四
十
八

輯
・
二
〇
〇
三
年
三
月
）
参
照
。

（
６ 

）
「
九
牛
之
一
毛
」
は
、
多
数
の
中
で
の
ご
く
わ
ず
か
な
こ
と
、
問

題
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
少
な
い
こ
と
。
漢
の
司
馬
遷
「
報
二
任
少
卿
一
書
」

（
『
文
選
』
巻
四
十
一
）
に
、

　
　
　
　

 

仮タ
ト
ヒ令
僕
伏
レ
法
受
レ
誅
、
若
三
九○

○牛
亡
二
一○

○毛
一。
与
二
螻
蟻
一
何
以
異
。

　
　

 

と
み
え
る
、
こ
の
ほ
か
『
世
俗
諺
文
』
に
「
九
牛
之
一
毛
」
の
項
目
が

あ
る
。

（
７ 

）
拙
稿
「
『
土
左
日
記
』
の
帰
京
―
―
漢
詩
文
受
容
を
め
ぐ
っ

て
―
―
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
第
九
十
五
巻
八
号
・
二
〇
一
八
年
八

月
）
参
照
。


