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『
草
庵
集
』
の
構
成
と
特
性

李イ　

相サ
ン

旻ミ
ン

は
じ
め
に

　
『
草
庵
集
』
の
構
成
は
、
基
本
的
に
勅
撰
集
の
伝
統
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
春
上
下
・
夏
・
秋
上
下
・
冬
・
恋
上
下
・
雑
・
哀
傷
・
釈

教
・
神
祇
・
賀
、
そ
の
部
立
て
は
、
勅
撰
集
に
な
ら
っ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
勅
撰
集
に
匹
敵
す
る
一
四
四
〇
余
首
に

及
ぶ
規
模
で
あ
る
。
頓
阿
自
身
、
二
条
為
明
の
没
後
、『
新
拾
遺
和
歌
集
』
の
撰
者
を
つ
と
め
る
な
ど
、
撰
者
と
し
て
の
力
量
を
有
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
『
草
庵
集
』
を
通
覧
し
て
い
く
と
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
勅
撰
和
歌
集
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
緻
密
な
工

夫
が
施
さ
れ
た
か
が
う
か
が
え
る
。
稲
田
利
徳
氏
は
『
和
歌
四
天
王
の
研
究
』①
で
『
草
庵
集
』
の
制
作
に
関
わ
る
事
情
や
頓
阿
が
歩
ん

で
き
た
伝
記
な
ど
を
網
羅
的
に
ま
と
め
て
い
る
。
た
だ
し
、『
草
庵
集
』
の
構
成
お
よ
び
配
列
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
野
中
氏
に
よ
っ
て

「
独
吟
百
首
」
に
か
か
わ
る
『
草
庵
集
』
の
配
列
の
問
題
に
対
し
て
概
略
的
な
分
析
が
出
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
い
ま
だ
ほ
ぼ
未
開
拓
の

ま
ま
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
先
行
す
る
作
品
と
の
影
響
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
、『
草
庵
集
』
の
四
季
歌
に
焦
点
を
当
て
、
歌
の
配
列
や

歌
集
の
構
成
に
つ
い
て
、
頓
阿
が
『
草
庵
集
』
編
纂
に
あ
た
っ
て
い
か
な
る
工
夫
を
ほ
ど
こ
し
た
か
、
そ
の
一
断
面
の
把
握
を
試
み
た
い
。

（1）
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一

　

ま
ず
、『
草
庵
集
』
の
四
季
部
に
お
け
る
主
題
の
構
成
を
見
て
み
た
い
。

【
表
一
】　

四
季
部
の
主
題
に
よ
る
分
類

　　
【
表
一
】
は
、『
草
庵
集
』
の
四
季
部
の
各
歌
を
、
詠
ま
れ
た
主
題
別
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
②
。
四
季
部
は
八
三
六
首
で
『
草
庵

集
』
の
全
体
の
六
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。
特
に
四
季
部
に
詠
ま
れ
た
主
題
は
、
私
見
で
は
八
三
種
が
認
め
ら
れ
、
立
春
・
七
夕
・
鹿
・

時
雨
な
ど
、
勅
撰
集
で
も
主
題
と
し
て
設
け
ら
れ
て
き
た
伝
統
的
な
歌
材
が
多
く
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
私
家
集
ら
し
く
、
燕
・
早

梅
な
ど
の
新
鮮
な
歌
材
を
取
り
入
れ
る
態
度
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
『
草
庵
集
』
の
四
季
部
を
読
ん
で
い
く
と
、
頓
阿
が
そ
れ
ぞ
れ
の

歌
を
配
置
す
る
際
に
ど
れ
ほ
ど
苦
心
し
た
か
が
見
て
取
れ
る
。
ま
ず
、
主
題
の
配
列
で
目
を
引
く
の
は
表
現
上
の
共
通
性
に
よ
っ
て
二

つ
の
主
題
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　

故
郷
春
雨

 （2）
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1 

た
え
〴
〵
に
軒
よ
り
お
つ
る
玉
水
の
滝
の
都
に 

春
雨
ぞ
降
る  

（
草
庵
集
・
春
上
・
七
八
）

　
　
　
　

民
部
卿
家
百
首
に
、
雨
中
柳

2 
今
よ
り
は
み
ど
り
色
そ
ふ
青
柳
の
糸
よ
り
か
け
て 

春
雨
ぞ
降
る  

（
草
庵
集
・
春
上
・
七
九
）

1
は
四
首
つ
づ
く
「
春
雨
」
を
主
題
に
し
た
歌
群
の
最
後
で
あ
り
、
2
は
そ
の
後
に
続
く
「
柳
」
の
最
初
の
歌
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
春

雨
」
か
ら
「
柳
」
へ
と
い
う
題
の
変
わ
り
目
に
お
い
て
、
隣
り
合
う
二
首
が
「
春
雨
ぞ
降
る
」
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
1

で
は
古
代
の
宮
滝
の
離
宮
の
軒
よ
り
落
ち
て
く
る
春
雨
の
風
景
、
2
で
は
ま
る
で
そ
の
宮
殿
の
ど
こ
か
に
植
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
な
柳

の
枝
を
つ
た
う
春
雨
に
視
線
が
移
っ
て
い
る
。
こ
の
両
首
は
「
春
雨
ぞ
降
る
」
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、
軒
と
柳
の
枝
か
ら
雫
の
落
ち

て
い
る
春
の
風
景
を
描
き
出
し
て
お
り
、「
春
雨
」
か
ら
「
柳
」
へ
の
主
題
の
移
行
を
滑
ら
か
に
し
て
い
る
と
思
う
。
こ
う
い
う
手
法
は

頓
阿
以
前
の
勅
撰
集
に
そ
の
先
蹤
を
も
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　

夏
月
を
よ
め
る

3 

庭
の
面
は
ま
だ
か
は
か
ぬ
に 

夕
立 
の
空
さ
り
げ
な
く
す
め
る
月
か
な 

（
新
古
今
集
・
夏
・
二
六
七
・
頼
政
）

　
　
　
　

百
首
歌
の
中
に

4 
 

夕
立 

の
雲
も
と
ま
ら
ぬ
夏
の
日
の
か
た
ぶ
く
山
に
ひ
ぐ
ら
し
の
声 

（
新
古
今
集
・
夏
・
二
六
八
・
式
子
内
親
王
）

　
　
　
　

千
五
百
番
歌
合
に

5 

ゆ
ふ
づ
く
ひ
さ
す
や
い
ほ
り
の
し
ば
の
と
に
さ
び
し
く
も
あ
る
か
ひ
ぐ
ら
し
の
声 

（
新
古
今
集
・
夏
・
二
六
九
・
忠
良
）

　

こ
の
三
首
の
歌
は
『
新
古
今
集
』
に
お
い
て
「
夕
立
」
か
ら
「
ひ
ぐ
ら
し
」「
蝉
」
へ
と
続
く
歌
群
で
あ
る
。
こ
の
「
夕
立
」
と
「
ひ

ぐ
ら
し
」「
蝉
」
は
隣
り
合
う
歌
材
と
し
て
夏
部
の
末
に
置
か
れ
、
夏
の
暑
さ
が
和
ら
ぎ
、
徐
々
に
秋
に
移
り
ゆ
く
時
節
を
表
し
て
い

る
。「
夕
立
」「
ひ
ぐ
ら
し
」「
蝉
」
は
晩
夏
、
徐
々
に
秋
め
い
て
い
く
時
節
を
表
現
す
る
重
要
な
題
材
で
あ
る
。
特
に
「
夕
立
」
は
『
新

（3）
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古
今
集
』
以
降
、
夏
部
に
定
着
し
始
め
た
歌
材
で
あ
る
。『
新
古
今
集
』
は
「
夕
立
」
を
詠
ん
だ
3
に
続
き
、
4
で
「
夕
立
」
と
「
ひ
ぐ

ら
し
」
を
一
首
に
詠
み
込
む
歌
を
配
列
す
る
こ
と
で
、
次
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」「
蝉
」
の
歌
群
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
主
題
の

切
り
替
え
の
際
に
、『
草
庵
集
』
に
お
い
て
も
基
本
的
に
勅
撰
集
の
伝
統
が
認
め
ら
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
次
の
「
夕
立
」

「
蝉
」「
納
涼
」
を
詠
ん
だ
『
草
庵
集
』
の
歌
群
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　

夕
立

6　

夕
立
は
杉
の
木
末
に
雲
消
て
名
残
の
露
に
山
風
ぞ
吹
く 

（
草
庵
集
・
夏
・
三
九
二
）

　
　
　
　

山
蝉

7　

山
風
の
吹
ぬ
絶
え
間
は
な
く
蝉
の
声
こ
そ
松
の
ひ
び
き
成
り
け
れ 

（
草
庵
集
・
夏
・
三
九
三
）

8　

鳴
く
蝉
の
声
よ
り
外
の
夏
も
な
し
山
風
そ
よ
ぐ
楢
の
下
陰 

（
草
庵
集
・
夏
・
三
九
四
）

　
　
　
　

夕
蝉

9　

入
日
さ
す
岡
辺
の
松
の
一
む
ら
に
暮
て
も
残
る
蝉
の
声
哉 

（
草
庵
集
・
夏
・
三
九
五
）

　
　
　
　

贈
左
大
臣
家
三
首

10　

鳴
く
蝉
の
声
も
一
つ
に
ひ
び
き
き
て
松
風
涼
し
山
の
滝
つ
瀬 

（
草
庵
集
・
夏
・
三
九
六
）

　
　
　
　

宰
相
典
侍
歌
合
に
、
夕
納
涼

11　

鳴
く
蝉
の
声
も
聞
え
ず
暮
れ
は
て
て
梢
に
残
る
風
ぞ
涼
し
き 

（
草
庵
集
・
夏
・
三
九
七
）

　

ま
ず
、
目
を
引
く
の
は
「
夕
立
」「
蝉
」
そ
し
て
「
納
涼
」
に
9
を
除
き
、
一
貫
し
て
「
風
」
を
取
り
入
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
6
で

は
激
し
い
夕
立
の
後
、
杉
の
葉
末
に
結
ん
だ
露
に
、
山
風
が
吹
く
夏
の
情
景
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
7
は
山
風
の
吹
か
ぬ
間
、
蝉
の
鳴
き

声
を
松
に
吹
き
渡
る
風
の
音
に
見
立
て
て
い
る
。
8
は
山
風
の
吹
き
渡
る
楢
の
木
陰
で
い
ま
だ
夏
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、

 （4）
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唯
一
、
蝉
の
声
で
あ
る
と
詠
ん
で
い
る
。
9
で
は
「
山
風
」
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
7
は
「
な
く
蝉
の
声
こ
そ
松
の
ひ
び
き
な

り
け
れ
」
と
連
動
し
、
蝉
の
声
を
通
し
て
松
吹
く
風
の
音
を
連
想
さ
せ
晩
夏
の
納
涼
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
10
は
松
に
吹
く

風
と
滝
の
音
、
蝉
の
声
が
一
つ
に
融
け
あ
い
、
触
角
、
聴
覚
的
な
夏
の
涼
し
さ
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
11
は
9
の
「
松
の
一
む
ら
に

暮
て
も
残
る
蝉
の
声
」
と
は
逆
に
、
蝉
の
声
が
消
え
て
梢
を
吹
き
渡
る
風
の
景
を
聴
覚
的
に
捉
え
、
季
節
の
移
行
を
詠
ん
で
い
る
。
頓

阿
の
優
れ
た
点
は
、
伝
統
的
な
夏
の
景
で
あ
る
「
夕
立
」
と
「
蝉
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
を
風
と
多
様
に
結
び
つ
け
る

こ
と
で
夏
の
終
わ
り
の
風
景
を
時
間
の
流
れ
に
そ
っ
て
表
現
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

二

　

ま
た
、『
草
庵
集
』
を
通
覧
し
て
い
く
と
、
共
通
す
る
表
現
以
外
に
本
歌
取
り
を
介
し
て
歌
同
士
を
結
び
つ
け
る
方
法
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　
　
　
　

湖
辺
月

12　

塩
焼
か
ぬ
志
賀
の
浦
人
幾
秋
か
煙
く
も
ら
で
月
を
み
る
ら
ん 

（
草
庵
集
・
秋
下
・
五
六
六
）

　
　
　
　

里
人
月

13　

晴
る
夜
の
星
の
光
も
見
え
ぬ
ま
で
蘆
屋
の
里
は
月
ぞ
さ
や
け
き 

（
草
庵
集
・
秋
下
・
五
六
七
）

　

ま
ず
、
13
は
『
伊
勢
物
語
』
八
七
段
「
晴
る
る
夜
の
星
か
河
べ
の
蛍
か
も
わ
が
す
む
か
た
の
あ
ま
の
た
く
火
」
の
本
歌
取
り
で
、
津

の
国
、
菟
原
の
郡
、
様
々
な
光
の
明
滅
す
る
本
歌
の
景
色
を
背
景
に
、
月
と
い
う
新
し
い
景
を
加
え
、
月
影
に
満
ち
た
風
情
を
作
り
出

し
て
い
る
。
直
前
の
12
「
湖
辺
月
」
は
淡
水
湖
で
あ
る
琵
琶
湖
岸
故
に
「
志
賀
の
浦
」
は
さ
や
か
に
月
が
見
え
る
だ
ろ
う
と
、
助
動
詞

「
ら
ん
」
を
用
い
て
想
像
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
塩
焼
か
ぬ
」
を
め
ぐ
っ
て
、
読
者
の
意
識
は
13
「
晴
る
夜
の
星
の
光
も
…
…
」
に

至
っ
て
、
本
歌
以
外
に
も
自
然
に
『
伊
勢
物
語
』
八
七
段
「
蘆
の
屋
の
灘
の
塩
焼
き
い
と
ま
な
み
つ
げ
の
小
櫛
も
さ
さ
ず
来
に
け
り
」

（5）
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の
連
想
に
つ
な
が
り
、
あ
た
か
も
12
の
作
者
の
い
る
場
所
が
蘆
屋
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
、
隣
り
合
う

二
首
の
歌
を
読
み
通
し
て
い
く
際
、
読
者
が
感
じ
る
は
ず
の
断
絶
感
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
、
時
節
の
流
れ
の
よ
う
に
自
然
に
各
主
題

か
ら
主
題
へ
と
紡
ぎ
出
す
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
頓
阿
の
技
量
は
同
じ
本
歌
取
り
を
踏
ま
え
た
歌
を
巧
み
に

絡
み
合
わ
せ
、
配
置
す
る
こ
と
に
も
確
認
出
来
る
。

　
　
　
　

花
挿
頭

14　

桜
花
か
く
る
る
ま
で
は
な
け
れ
ど
も
か
ざ
し
て
老
を
忘
れ
ぬ
る
か
な 

（
草
庵
集
・
春
下
・
一
六
七
）

　
　
　
　

兵
庫
頭
長
秀
家
に
て
、
花
歌
よ
み
侍
り
し
に

15　

い
と
ど
な
ほ
か
し
ら
の
雪
の
色
そ
へ
て
花
の
か
ざ
し
は
老
も
か
く
れ
ず 

（
草
庵
集
・
春
下
・
一
六
八
）

　

14
、
15
は
同
じ
本
歌
を
踏
ま
え
た
二
首
が
続
く
例
で
あ
る
。
こ
の
隣
り
合
う
二
首
は
『
古
今
集
』
の
「
鶯
の
笠
に
ぬ
ふ
て
ふ
梅
花
折

り
て
か
ざ
さ
む
老
い
か
く
る
や
と
」（
春
上
・
三
六
・
東
三
条
大
臣
源
常
）
を
踏
ま
え
て
お
り
、
14
は
本
歌
の
梅
を
桜
に
変
え
、
桜
を
挿

頭
に
す
る
こ
と
で
一
時
で
も
老
い
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
心
情
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
15
は
一
層
雪
の
よ
う
な
白
髪
が
増
え
て
か
ら
は
、

花
の
挿
頭
で
は
隠
せ
な
い
老
い
を
嘆
い
て
い
る
。
こ
の
二
首
は
、
本
歌
の
言
葉
ど
う
し
の
関
係
を
、「
桜
」「
忘
れ
ぬ
」「
か
く
れ
ず
」
と

い
う
媒
介
を
用
い
、
時
間
と
と
も
に
深
ま
っ
て
い
く
老
い
の
嘆
き
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

更
衣

16　

散
り
ぬ
れ
ば
程
な
く
か
ふ
る
花
染
の
袖
を
形
見
と
何
思
ひ
け
ん 

（
草
庵
集
・
夏
・
二
五
〇
）

　
　
　
　

御
子
左
大
納
言
家
月
次
三
首
に
、
同
じ
心
を

17　

行
く
春
の
形
見
と
思
ひ
し
花
染
め
の
衣マ

マ

も
へ
ず
し
て
か
へ
ま
く
も
惜
し 

（
草
庵
集
・
夏
・
二
五
一
）

　
　
　
　

金
蓮
寺
に
て
歌
よ
み
侍
り
し
に
、
朝
更
衣

 （6）
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18　

よ
し
さ
ら
ば
春
に
お
く
る
ゝ
花
の
香
を
今
朝
立
か
ふ
る
袖
に
う
つ
さ
ん 

（
草
庵
集
・
夏
・
二
五
二
）

　

ま
た
、
16
、
17
の
場
合
も
紀
有
朋
の
「
桜
色
に
衣
は
深
く
染
め
て
着
む
花
の
散
り
な
む
の
ち
の
形
見
に
」（
古
今
集
・
春
上
・
六
六
）

を
本
歌
に
し
て
い
る
。
同
じ
本
歌
を
踏
ま
え
、
16
は
花
染
め
衣
に
頼
っ
て
、
は
か
な
く
も
過
ぎ
行
く
春
の
思
い
出
を
残
し
た
い
と
思
っ

た
自
分
の
愚
か
さ
を
嘆
き
、
17
で
は
、
花
染
め
衣
さ
え
も
夏
衣
に
着
替
え
る
時
節
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
い
、
さ
ら
に
18
で
は
そ
れ

な
ら
い
っ
そ
、
夏
の
衣
に
遅
咲
き
の
花
の
香
を
移
し
て
春
の
名
残
を
惜
し
む
よ
す
が
に
し
た
い
と
詠
ん
で
い
る
。
14
、
15
と
同
様
、
16
、

17
の
場
合
も
、
落
花
を
惜
し
み
、
せ
め
て
は
そ
の
色
だ
け
で
も
身
に
つ
け
て
残
し
た
い
と
い
う
本
歌
の
心
は
「
形
見
」
に
凝
縮
さ
れ
、

16
、
17
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
形
見
は
「
何
思
ひ
け
ん
」
と
「
か
へ
ま
く
も
惜
し
」
の
そ
れ
ぞ
れ
と
新
た
に
結
び

つ
け
ら
れ
、
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
た
様
々
な
心
象
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
同
じ
本
歌
を
踏
ま
え
、
隣
り
合
わ
せ
に
配
列
し
た
例

は
、
四
季
部
に
八
例
、
雑
部
に
一
例
、
羇
旅
部
に
一
例
、
計
一
〇
例
が
見
ら
れ
、『
草
庵
集
』
の
中
、
特
に
四
季
歌
を
構
成
す
る
際
の
重

要
な
手
立
て
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

三

　

で
は
、
隣
り
合
う
二
首
だ
け
で
は
な
く
、
連
続
す
る
歌
群
同
士
の
場
合
、
頓
阿
は
異
な
る
主
題
を
い
か
な
る
工
夫
を
し
て
繋
げ
て
い

く
か
を
見
て
み
た
い
。
次
の
両
首
は
「
牡
丹
」
か
ら
「
葵
」
へ
の
二
首
で
あ
る
。

　
　
　
　

御
子
左
入
道
大
納
言
家
旬
十
首
、
牡
丹

19　

咲
き
に
け
り
何
ぞ
は
色
の
ふ
か
み
草
さ
ら
で
も
人
の
花
に
な
る
世
に 

（
草
庵
集
・
夏
・
二
六
二
）

　
　
　
　

独
吟
百
首

20　

何
と
た
だ
か
け
て
こ
ふ
ら
ん
そ
の
か
み
に
又
も
あ
ふ
ひ
の
か
ざ
し
な
ら
ぬ
を 

（
草
庵
集
・
夏
・
二
六
三
）

（7）
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19
の
「
牡
丹
」
す
な
わ
ち
「
ふ
か
み
草
」
は
勅
撰
集
で
は
『
千
載
集
』『
新
古
今
集
』
に
二
首
の
み
入
集
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
後

に
「
葵
」
が
続
く
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
し
て
19
、
20
で
は
一
見
、
共
通
の
表
現
も
な
く
、
た
だ
夏
の
景
物
を
並
べ
た
か
の
よ
う
に

見
え
る
。
と
こ
ろ
が
19
を
見
て
み
る
と
、「
何
ぞ
は
色
の
ふ
か
み
草
」
と
「
ふ
か
み
草
」
に
「
深
し
」
を
か
け
、「
ふ
か
み
草
」
の
色
が

い
か
に
も
深
い
も
の
と
し
、
下
句
で
は
「
人
の
花
に
な
る
世
に
」
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
下
句
は
『
古
今
集
仮
名
序
』
の
「
今
の
世
の

中
、
色
に
つ
き
、
人
の
心
花
に
な
り
に
け
る
よ
り
、
あ
だ
な
る
歌
、
は
か
な
き
言
の
み
い
で
く
れ
ば
、
色
好
み
の
家
に
埋
も
れ
木
の
、

人
知
れ
ぬ
こ
と
と
な
り
て
、
ま
め
な
る
所
に
は
、
花
薄
穂
に
出
す
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
な
り
た
り
。」
を
踏
ま
え
た
表
現
で
、
こ
こ
で

は
「
花
」
は
あ
だ
な
る
も
の
、
不
実
な
も
の
と
し
て
「
ふ
か
み
草
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
20
で
は
「
葵
」
に
「
会
ふ
日
」
を
掛
け
て

お
り
、『
蒙
求
諺
解
』
で
は

…
…
（
上
略
）・
・
祭
り
な
と
の
様
式
お
と
ろ
へ
た
る
事
を
嘆
く
な
る
へ
し
。
そ
の
か
み
、
む
か
し
を
云
。
ま
た
い
つ
と
て
も
其
の

時
を
さ
し
て
い
へ
り
。
・
・（
下
略
）・
・
③

と
い
い
、「
葵
」
に
寄
せ
る
懐
旧
の
念
が
こ
の
歌
の
主
題
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、
20
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
、
華
や
か
な
葵

祭
り
の
日
、「
童
へ
の
持
た
る
葵
を
見
た
ま
ひ
て
」
と
一
人
引
き
こ
も
っ
て
女
三
の
宮
と
の
密
通
の
罪
に
お
の
の
く
柏
木
の
心
象
を
詠
ん

だ
歌
「
く
や
し
く
ぞ
つ
み
を
か
し
け
る
あ
ふ
ひ
草
神
の
ゆ
る
せ
る
か
ざ
し
な
ら
ぬ
に
」（
若
菜
下
・
柏
木
）
な
ど
、
恋
歌
の
表
現
を
用
い

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
頓
阿
は
無
縁
に
も
思
わ
れ
る
二
つ
の
主
題
を
、
歌
の
背
後
に
秘
め
ら
れ
た
、
不
実
な
人
の
心
と
い
う
連
想
を
も

っ
て
受
け
止
め
、
続
く
葵
の
歌
群
に
、
自
然
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
牡
丹
」
を
詠
ん
だ

19
以
降
、「
独
吟
百
首
」
で
詠
ま
れ
た
20
の
意
味
で
あ
る
。
野
中
氏
は
「
独
吟
百
首
」
に
つ
い
て
頓
阿
の
晩
年
に
詠
ま
れ
、『
草
庵
集
』

に
限
定
し
て
入
集
さ
れ
て
お
り
、
内
容
か
ら
見
る
と
、『
草
庵
集
』
の
編
集
方
針
の
な
か
で
活
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
④
。
野
中
氏
の
ご
意
見
か
ら
み
る
と
、
19
「
牡
丹
」
か
ら
「
葵
」
へ
と
、
こ
れ
ほ
ど
自
然
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
は
「
独

 （8）
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吟
百
首
」
で
詠
ま
れ
た
20
の
存
在
が
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
い
う
つ
な
ぎ
役
を
配
置
す
る
こ
と
は
他
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
出

来
る
。

　

次
に
残
花
か
ら
山
吹
へ
の
歌
群
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　

聖
護
院
入
道
二
品
親
王
家
、
山
残
花

21　

な
べ
て
よ
に
ち
り
ぬ
る
後
は
山
ざ
く
ら
ま
が
は
で
の
こ
る
雲
か
と
ぞ
み
る 

（
草
庵
集
・
春
下
・
二
二
三
）

　
　
　
　

暮
春
鶯 

22　

鶯
の
こ
ゑ
を
も
風
や
さ
そ
ふ
ら
ん
花
ち
る
ま
ま
に
ま
れ
に
成
り
ゆ
く 

（
草
庵
集
・
春
下
・
二
二
四
）

　
　
　
　

御
子
左
大
納
言
家
旬
十
首

23　

む
す
ぶ
手
に
に
ほ
ひ
ぞ
う
つ
る
款
冬
の
花
の
陰
な
る
井
手
の
玉
水 

（
草
庵
集
・
春
下
・
二
二
五
）

　
　
　
　

冷
泉
大
納
言
家
に
て
、
款
冬

24　

吉
野
河
岸
の
山
吹
影
見
え
て
ま
だ
暮
れ
は
て
ぬ
水
の
春
か
な 

（
草
庵
集
・
春
下
・
二
二
六
）

　

21
は
風
に
吹
か
れ
、
散
り
残
っ
た
桜
花
を
雲
に
見
立
て
た
晩
春
の
景
が
詠
ま
れ
、
23
以
降
は
桜
の
花
の
代
わ
り
に
山
吹
の
花
が
詠
ま

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
目
を
引
く
の
は
21
と
23
の
間
に
22
の
「
暮
春
鶯
」
歌
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
暮
春
鶯
」
題
で
詠
ま
れ

た
例
は
『
草
庵
集
』
の
22
以
前
に
は
、
三
首
の
み
で
あ
る
⑤
。
頓
阿
歌
の
場
合
は
風
を
媒
介
に
し
て
散
り
ゆ
く
花
を
持
ち
込
み
、
鶯
と

結
び
つ
け
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
落
花
と
鶯
の
結
び
つ
け
方
も
、
鶯
は
風
が
運
ん
で
く
る
花
の
香
に
誘
わ
れ
、
鳴
き
渡
る
と
い
う
和

歌
的
常
識
と
は
や
や
異
質
で
あ
り
、
詩
的
伝
統
を
重
視
す
る
頓
阿
に
し
て
は
珍
し
い
と
も
言
え
る
。
こ
の
一
連
の
歌
の
配
列
を
勘
案
す

る
と
、
22
は
桜
と
と
も
に
初
春
を
表
象
す
る
鶯
を
一
緒
に
詠
み
込
む
こ
と
で
、
鶯
・
桜
で
象
徴
さ
れ
る
春
の
情
趣
に
お
さ
ま
り
を
つ
け

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
款
冬
、
藤
な
ど
、
新
た
に
晩
春
の
花
が
登
場
し
て
い
く
。
頓
阿
は
機
械
的
に
季

（9）
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節
の
景
物
を
配
列
す
る
の
で
は
な
く
、
配
列
の
合
間
に
収
束
を
置
き
、
そ
れ
ま
で
の
流
れ
を
一
つ
の
風
景
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
花
」
に
よ
っ
て
「
山
吹
」
へ
の
つ
な
ぎ
役
に
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
22
は
詠
歌
の
事
情
は
不
明
だ
が
、「
暮
春
鶯
」
を
詠

ん
だ
他
の
歌
と
は
や
や
異
質
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
次
な
る
春
の
情
趣
が
他
の
情
趣
と
混
在
し
、
不
分
明
に
な
る
こ
と
を
防
ぎ
、
読

み
手
を
作
者
が
意
図
し
た
世
界
に
案
内
す
る
た
め
の
手
立
て
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
思
う
。

四

　

以
上
、
頓
阿
は
各
題
の
移
り
目
に
お
い
て
そ
の
連
絡
を
よ
り
自

然
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
い
か
な
る
工
夫
を
施
し
て
い
た
か
を
み

て
み
た
。
た
だ
し
、『
草
庵
集
』
を
読
ん
で
い
く
と
、
こ
の
頓
阿
の

配
列
は
た
だ
主
題
の
移
り
目
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
な

い
。
特
に
四
季
の
題
の
中
、
そ
の
季
節
を
代
表
す
る
と
も
思
わ
れ

る
主
題
に
お
い
て
は
頓
阿
な
ら
で
は
の
細
心
の
工
夫
が
見
て
取
れ

る
。
そ
れ
は
勅
撰
集
の
配
列
の
仕
方
と
は
ま
た
違
う
独
特
な
所
が

あ
る
と
思
う
。
次
の
【
表
二
】
は
は
春
の
代
表
的
な
天
象
で
あ
る

霞
を
表
で
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
霞
」
と
い
う
主
題
は
直
前
の
「
早
春
氷
」
題
で
余
寒
を

詠
ん
だ
「
山
川
の
水
の
白
浪
よ
る
〳
〵
は
又
立
ち
か
へ
り
こ
ほ
る

比
か
な
」（
草
庵
集
・
春
上
・
三
六
）
に
続
き
、「
山
」
を
介
し
て
、

【表二】　

 （10）
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後
ろ
に
つ
づ
く
「
霞
」
題
へ
自
然
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
目
を
引
く
点
は
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
空
間
で
あ
る
。【
表
二
】
を
見
て

み
る
と
、
前
半
の
「
立
春
」
は
山
を
中
心
に
詠
ま
れ
、
後
半
は
海
・
湖
、
す
な
わ
ち
水
辺
を
中
心
に
し
、
前
後
の
均
整
を
保
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
頓
阿
は
ど
う
し
て
こ
う
い
う
構
成
を
取
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。（
た
だ
し
、
便
宜
上
、【
表
二
】
の
歌
に
の

み
通
し
番
号
を
付
し
、
以
降
の
歌
番
号
は
そ
れ
に
従
う
。）

　
　
　
　

後
光
明
照
院
前
関
白
家
に
て
、
山
霞
を

①　

高
峰
に
は
嵐
吹
こ
す
ほ
ど
見
え
て
ふ
も
と
に
晴
れ
ぬ
朝
霞
哉 

（
草
庵
集
・
春
上
・
三
七
）

　
　
　
　

春
歌
中
に

②　

深
雪
降
る
遠
き
山
辺
も
都
よ
り
見
れ
ば
の
ど
か
に
立
つ
霞
哉 

（
草
庵
集
・
春
上
・
三
八
）

　
　
　
　

夕
霞

⑥　

跡
も
な
く
や
が
て
ぞ
霞
む
夕
日
影
入
る
ま
で
見
つ
る
遠
の
山
の
端 

（
草
庵
集
・
春
上
・
四
二
）

　
　
　
　

曙
霞

⑦　

山
の
端
も
猶
見
え
分
か
で
春
の
夜
の
明
く
る
光
は
霞
な
り
け
り 

（
草
庵
集
・
春
上
・
四
三
）

　
　
　
　

二
条
入
道
大
納
言
家
十
首
、
霞

⑧　

わ
た
の
原
限
り
も
い
と
ゞ
白
浪
の
跡
な
き
方
に
立
つ
霞
か
な 

（
草
庵
集
・
春
上
・
四
四
）

　
　
　
　

左
衛
門
佐
入
道
和
議
す
ゝ
め
侍
し
法
輪
の
百
首
に
、
霞

⑬　

梢
だ
に
あ
ら
は
れ
ぬ
ま
で
松
が
根
に
波
こ
す
磯
の
霞
む
春
か
な 

（
草
庵
集
・
春
上
・
四
九
）

　
　
　
　

弾
正
尹
親
王
家
五
十
首
歌
に
、
霞

⑭　

浦
人
の
蘆
刈
り
小
舟
霞
む
な
り
渚
漕
ぐ
と
も
見
え
ぬ
ば
か
り
に 

（
草
庵
集
・
春
上
・
五
〇
）

（11）
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ま
ず
、
①
は
嵐
の
吹
き
渡
る
遠
い
高
峰
と
そ
の
山
の
麓
と
を
霞
を
も
っ
て
対
照
的
に
詠
ん
で
い
る
。
②
も
い
ま
だ
雪
が
降
っ
て
い
る

遠
い
山
辺
も
霞
に
包
ま
れ
て
の
ど
か
に
見
え
る
と
詠
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
も
霞
は
春
の
始
ま
り
の
風
景
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

⑥
は
、
日
が
暮
れ
て
「
跡
も
な
く
や
が
て
霞
む
」
の
よ
う
に
霞
は
完
全
に
遠
く
に
見
え
て
い
た
山
へ
の
視
界
を
遮
断
す
る
。
ま
た
、
⑦

は
夜
が
明
け
て
も
霞
は
晴
れ
ず
、「
山
の
端
も
猶
見
え
分
か
で
」
の
よ
う
に
春
の
深
化
は
続
い
て
、
さ
ら
に
山
辺
の
霞
は
そ
の
舞
台
を
海

に
変
え
て
い
る
。
⑧
は
「
白
浪
の
あ
と
な
き
方
に
行
く
舟
も
風
ぞ
た
よ
り
の
し
る
し
な
り
け
る
」（
古
今
集
・
恋
一
・
四
七
二
・
藤
原
勝

臣
）
を
踏
ま
え
た
歌
で
あ
る
。
密
か
に
思
い
を
届
け
た
い
恋
の
悩
ま
し
さ
故
に
、
船
路
に
し
る
べ
を
求
め
る
本
歌
の
情
緒
を
、「
白
浪
」

に
知
ら
ず
を
掛
け
、
果
て
も
し
ら
ず
立
ち
こ
め
た
霞
の
風
景
に
詠
み
な
お
し
て
い
る
。
さ
ら
に
⑪
で
は
「
田
子
の
浦
に
打
ち
出
で
て
み

れ
ば
霞
隔
て
て
山
の
端
も
な
し
」、
⑬
「
梢
だ
に
あ
ら
は
れ
ぬ
ま
で
」、
⑭
「
漕
ぐ
と
も
見
え
ぬ
は
か
り
に
」、
な
ど
、
霞
は
徐
々
に
色
濃

く
、
山
や
海
、
川
、
人
間
の
営
み
の
全
般
に
広
が
っ
て
い
く
。
頓
阿
は
「
霞
」
と
い
う
主
題
に
お
い
て
、
た
だ
霞
の
景
色
を
ち
り
ば
め

る
よ
り
も
、
人
間
の
営
み
の
中
に
徐
々
に
染
み
渡
っ
て
い
く
春
の
気
配
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
構
成
し
て
い
る
と
思
う
。
こ
れ
は
「
花
」

や
「
紅
葉
」
な
ど
、
時
間
の
流
れ
を
歌
材
の
配
列
に
反
映
し
て
き
た
勅
撰
集
の
伝
統
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、『
草
庵
集
』
の
構
成
に
つ
い
て
、
ほ
ん
の
一
部
な
が
ら
も
そ
の
特
性
を
分
析
し
て
み
た
。
頓
阿
は
『
草
庵
集
』
の
編
纂
の
際
、

短
編
化
し
や
す
い
歌
ど
う
し
の
関
係
を
自
然
に
繋
げ
て
い
く
こ
と
に
細
心
な
工
夫
を
施
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
互
い
に

縁
の
あ
る
表
現
を
用
い
、
隣
り
合
う
歌
同
士
を
結
び
つ
け
、
関
係
付
け
た
り
、
あ
る
い
は
同
じ
本
歌
の
世
界
を
共
有
さ
せ
た
り
、
あ
る

い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
に
関
わ
る
つ
な
ぎ
の
歌
を
設
け
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
各
々
の
歌
を
さ
ま
ざ
ま
な
媒
介
を
も
っ
て
結
び
つ
け
、

互
い
に
引
き
寄
せ
る
引
力
を
生
み
出
す
、
そ
の
点
に
お
い
て
頓
阿
の
力
量
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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【
注
】

①
稲
田
利
徳
『
和
歌
四
天
王
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
五
）

②
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
は
『
草
庵
集
』
の
酒
井
注
に
頼
り
な
が
ら
、
筆
者
の
考
察
を
加
味
し
て
定
め
た
。

③
香
川
宣
阿
『
草
庵
集
蒙
求
諺
解
：
本
文
と
索
引
」（
和
泉
書
院
、
一
九
八
五
）

④
野
中
和
孝
「
頓
阿
の
精
神
的
基
底
―
草
庵
集
・
続
草
庵
集
覚
え
書
き
―
」（『
活
水
日
文
』
四
七
、
二
〇
〇
五
・
一
二
）

⑤
く
れ
て
行
く
名
残
よ
い
か
に
夕
ぐ
れ
の
春
も
今
は
の
鶯
の
声
（
続
門
葉
集
・
春
下
・
一
三
六
・
憲
家
）

 

を
し
む
に
は
な
ど
か
と
ま
ら
ぬ
う
ぐ
ひ
す
の
お
の
が
ね
に
こ
そ
春
も
た
ち
し
か
（
後
二
条
院
御
集
・
一
〇
）

 

春
を
し
た
ふ
心
の
と
も
ぞ
あ
は
れ
な
る
や
よ
ひ
の
く
れ
の
鶯
の
声
（
玉
葉
集
・
春
下
・
二
八
四
・
章
義
門
院
）

＊
『
草
庵
集
』
の
本
文
の
引
用
と
歌
番
号
は
、
私
家
集
大
成
に
拠
り
、『
草
庵
集
』
以
外
の
和
歌
は
、
歌
番
号
及
び
本
文
と
も
に
『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に
拠
っ
た
。

＊
討
論
要
旨

　

寺
島
恒
世
氏
は
、『
草
庵
集
』
の
構
成
の
特
色
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
前
代
お
よ
び
同
時
代
の
他
の
勅
撰
集
や
私
家
集
と
の
比
較
が
重
要
で
あ
る
、
と
指
摘
し
た
。
発

表
者
は
、
当
初
の
構
想
で
は
『
新
拾
遺
和
歌
集
』
等
と
の
比
較
検
討
を
行
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
今
回
は
時
間
の
関
係
で
及
ば
な
か
っ
た
、
と
説
明
し
た
。

　

次
に
、
寺
島
氏
は
、『
草
庵
集
』
は
そ
も
そ
も
ど
こ
ま
で
が
頓
阿
自
身
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
た
め
、
頓
阿
が
従
来
の
歌
集
を
超
え
た
新
し
い
歌
集
を
編
も
う
と

し
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
指
摘
し
た
。
発
表
者
は
本
文
の
検
討
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
頓
阿
の
独
自
性
を
明
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
、
と
回
答
し
た
。

　

村
尾
誠
一
氏
は
、
今
回
の
研
究
成
果
の
重
要
性
を
中
世
和
歌
の
専
門
家
以
外
の
幅
広
い
層
に
伝
え
る
た
め
に
は
、『
草
庵
集
』
の
構
成
の
特
殊
性
に
ま
ず
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
、
と

指
摘
し
た
。
ま
た
、『
草
庵
集
』
が
自
選
か
他
選
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
、
寺
島
氏
と
同
様
の
見
解
を
示
し
た
。
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