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御
裳
濯
和
歌
集
は
︑
伊
勢
に
関
連
す
る
歌
の
み
を
集
め
る
と
い
う
方
針
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
初
期
の
私
撰
集
で
あ
る
︒
斎
宮
周
辺

の
人
物
・
祭
主
大
中
臣
家
の
人
々
・
西
行
と
い
っ
た
古
歌
人
︑
荒
木
田
氏
人
な
ど
の
伊
勢
在
住
者
︑
定
家
・
慈
円
な
ど
の
京
都
在
住
者
が
作
者
の

中
核
を
成
す
が
︑
そ
の
ほ
か
︑
出
自
・
経
歴
未
詳
の
作
者
も
少
な
く
な
い
︒
本
稿
は
︑
そ
の
出
自
・
経
歴
の
未
詳
作
者
が
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ

た
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
考
察
は
︑
素
性
が
明
ら
か
な
作
者
詠
の
入
集
の
仕
方
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ま
ず
﹁
伊

勢
に
関
連
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
未
詳
作
者
の
素
性
を
推
定
す
る
と
い
う
手
順
で
お
こ
な
っ
た
︒
し
た

が
っ
て
︑
本
稿
は
︑
伊
勢
に
関
連
す
る
歌
の
み
を
集
め
る
と
い
う
編
纂
方
針
が
具
体
的
に
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

と
も
な
っ
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

御
裳
濯
和
歌
集

伊
勢

京
都

西
行

蓮
位
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一
︑
は
じ
め
に

御
裳
濯
和
歌
集
は
︑
伊
勢
に
関
連
す
る
歌
の
み
を
集
め
る
と
い
う
方
針
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
私
撰
集
で
あ
る
︒
そ
の
序
文
に
よ
れ

ば
︑
編
者
は
寂
延
法
師
︑
成
立
年
次
は
天
福
元
年1233

七
月
中
旬
で
あ
る
︒
同
じ
く
序
文
に
よ
れ
ば
︑
本
来
は
︑
二
十
巻
千
首
余
り
の
規

模
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
現
存
す
る
の
は
︑
巻
七
ま
で
の
四
七
九
首
だ
け
で
あ
る
︒

寂
延
は
︑
荒
木
田
長
延
の
法
名
︒
内
宮
一
祢
宜
成
長
の
男
で
︑
同
じ
く
一
祢
宜
を
務
め
た
成
定
の
兄
弟
︒
祢
宜
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒

成
定
の
経
歴
等
か
ら
推
測
す
る
と
︑
長
延
は
嘉
応
年
間1169

～1170

頃
の
誕
生
か
︵
１
︶

︒
長
延
は
藤
原
定
家
と
面
識
が
あ
り
︑
明
月
記
の
文
暦

二
年1235

三
月
三
日
に
は
︑
寂
延
入
道
が
柑
子
を
送
っ
て
き
た
と
の
記
事
が
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
没
年
は
こ
れ
以
後
で
︑
六
十
五
歳
を

越
え
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
御
裳
濯
和
歌
集
撰
集
時
は
︑
六
十
四
歳
前
後
か
︒
勅
撰
集
作
者
で
︑
新
古
今
集
に
一
首
︵
荒
木
田
長

延
の
名
︶︑
新
勅
撰
集
に
五
首
︵
寂
延
法
師
の
名
︶︑
続
後
撰
集
に
二
首
︵
寂
延
法
師
の
名
︶
入
集
し
た
︒

本
集
は
︑
夙
に
久
曽
神
昇
﹁
御
裳
濯
和
歌
集
の
出
現
︵
２
︶

﹂
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
︑
二
種
の
翻
刻
︵
３
︶

も
公
刊
さ
れ
た
が
︑
そ
の
内
容
と
編
者
寂

延
に
つ
い
て
本
格
的
に
論
じ
た
の
は
︑
久
保
田
淳
﹁﹃
御
裳
濯
和
歌
集
﹄
撰
者
寂
延
に
つ
い
て
︵
４
︶

﹂
で
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
そ
の
中
世
和
歌

史
上
の
意
義
が
明
確
に
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
福
田
智
子
﹁﹃
御
裳
濯
和
歌
集
﹄
の
編
纂
態
度

︱

大
中
臣
家
歌
人
を
視
座
と
し
て

︱
︵
５
︶

﹂
が
︑

大
中
臣
家
歌
人
に
焦
点
を
当
て
て
︑
同
集
の
性
格
の
一
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
近
年
︑
石
川
一
﹁﹃
御
裳
濯
和
歌
集
﹄
校

注
︵
Ⅰ
︶﹂・﹁
同
︵
Ⅱ
)

︵
６
︶

﹂
が
︑
信
頼
性
の
高
い
本
文
と
注
釈
を
提
供
す
る
と
と
も
に
︑
所
収
作
者
の
伝
記
考
証
の
結
果
を
示
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
着
実
に
御
裳
濯
和
歌
集
の
実
態
は
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
お
り
︑
特
に
石
川
の
﹁
校
注
﹂
に
よ
っ
て
︑
そ
の
研
究
は
飛
躍

的
に
進
ん
だ
と
言
え
よ
う
︒
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た
だ
し
︑
入
集
歌
の
作
者
に
つ
い
て
は
︑
出
自
・
経
歴
が
不
明
な
者
も
少
な
く
な
い
︒
前
記
石
川
の
﹁
校
注
﹂
に
お
い
て
は
︑
ほ
ぼ
す

べ
て
の
作
者
に
つ
い
て
伝
記
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
再
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
本
稿
は
︑
そ
の

出
自
・
経
歴
の
不
確
か
な
作
者
が
ど
の
よ
う
な
立
場
の
者
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
御
裳
濯
和

歌
集
の
編
纂
方
針
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
︒

こ
の
問
題
を
考
察
す
る
た
め
に
︑
ま
ず
出
自
・
経
歴
の
明
ら
か
な
作
者
に
つ
い
て
︑
そ
の
入
集
の
仕
方
を
検
討
す
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て

作
者
に
関
す
る
編
纂
方
針
を
確
認
し
た
上
で
︑
そ
れ
に
照
ら
し
て
︑
出
自
・
経
歴
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
︒

二
︑
詞
書
に
見
え
る
方
針

御
裳
濯
和
歌
集
の
編
纂
方
針
は
︑
序
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︵
７
︶

︒

い
に
し
へ
今
の
歌
こ
れ
を
求
む
れ
ば
︑
斎
の
宮
の
人
︑
心
あ
る
は
宮
を
は
じ
め
奉
り
て
︑
神
風
多
気
の
都
の
折
節
に
付
け
て
︑
を
か

し
き
歌
ど
も
多
く
詠
み
置
け
り
︒
又
代
々
の
幣
帛
使
の
人
々
︑
こ
の
道
の
名
を
書
き
留
め
た
る
言
の
葉
梢
よ
り
も
繁
し
︑
凡
そ
と
こ

ろ
の
性
に
て
︑
心
あ
る
も
の
更
に
絶
ゆ
る
こ
と
な
し
︒
近
く
は
西
行
と
い
ふ
者
あ
り
き
︒
日
頃
山
の
辺
の
露
に
慣
れ
て
︑
心
柿
本
の

風
に
通
へ
り
︒
草
の
室
を
二
見
浦
に
占
め
て
︑
詞
の
花
を
内
外
の
宮
に
手
向
け
奉
る
︒
こ
れ
を
分
か
ち
て
二
巻
と
せ
り
︒

か
や
う
の
歌
多
く
積
も
れ
る
を
永
き
世
に
伝
へ
ん
が
た
め
︑
し
ば
し
ば
こ
れ
を
集
む
る
に
︑
伊
勢
海
の
波
の
よ
そ
︑
鈴
鹿
山
の
関

の
ほ
か
ま
で
は
出
で
ね
ど
も
︑
又
こ
れ
ら
の
境
の
外
の
言
の
葉
も
︑
そ
の
露
神
路
山
の
風
に
触
れ
︑
そ
の
色
二
見
浦
の
玉
に
匂
へ
る

を
ば
︑
こ
れ
を
拾
ひ
こ
れ
を
取
る
︒

ま
ず
撰
歌
対
象
は
古
今
の
歌
で
あ
る
と
し
た
上
で
︑
古
来
伊
勢
に
は
和
歌
を
詠
む
人
々
が
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
斎

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶

―3―



の
宮
の
人
﹂︑
す
な
わ
ち
斎
王
や
そ
れ
に
仕
え
た
人
々
︑﹁
代
々
の
幣
帛
使
の
人
々
﹂︑
す
な
わ
ち
代
々
の
神
宮
祭
主
︑
そ
し
て
︑
近
年
伊

勢
に
や
っ
て
来
て
和
歌
活
動
を
お
こ
な
い
︑
内
宮
・
外
宮
に
自
歌
合
を
奉
納
し
た
西
行
で
あ
る
︒

次
に
︑
撰
集
意
図
に
つ
い
て
︑
右
の
ご
と
き
歴
史
的
な
歌
人
の
歌
と
そ
の
和
歌
活
動
を
継
承
し
た
歌
人
た
ち
の
歌
を
永
く
後
世
に
残
す

た
め
に
︑
歌
を
集
め
た
と
説
明
し
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
撰
歌
範
囲
に
つ
い
て
︑
伊
勢
国
内
に
限
定
す
る
が
︑
伊
勢
国
以
外
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
っ
て
も
︑
伊
勢
に
関
連
し
た

歌
は
採
る
と
述
べ
て
い
る
︒

こ
の
撰
歌
範
囲
に
つ
い
て
の
方
針
は
︑
一
見
す
る
と
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
よ
く
考
え
て
み
る
と
︑
曖
昧
な
点
が

な
い
で
は
な
い
︒
伊
勢
国
内
に
限
定
す
る
︵
﹁
伊
勢
海
の
波
の
よ
そ
︑
鈴
鹿
山
の
関
の
ほ
か
ま
で
は
出
で
ね
ど
も
﹂
︶
と
い
う
が
︑
そ
れ
は
︑
伊

勢
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
歌
に
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
︑
伊
勢
在
住
の
歌
人
に
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
︑
伊
勢
の
景
物
を
詠

ん
だ
歌
に
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
︒
ま
た
︑
伊
勢
国
以
外
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
っ
て
も
︑
伊
勢
に
関
連
し
た
歌
は
採
る

︵
﹁
こ
れ
ら
の
境
の
外
の
言
の
葉
も
︑
そ
の
露
神
路
山
の
風
に
触
れ
︑
そ
の
色
二
見
浦
の
玉
に
匂
へ
る
を
ば
︑
こ
れ
を
拾
ひ
こ
れ
を
取
る
﹂
︶
と
あ
る
が
︑

伊
勢
国
以
外
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
と
い
う
の
は
︑
単
に
場
の
問
題
と
解
し
て
良
い
の
か
︑
そ
れ
と
も
歌
人
の
問
題
な
の
か
︒
あ
る
い
は
︑

伊
勢
に
関
連
し
た
歌
と
い
う
の
が
︑
伊
勢
の
景
物
を
詠
ん
だ
歌
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
意
味

す
る
の
か
︒
こ
の
よ
う
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
実
際
に
歌
集
を
見
る
と
︑
荒
木
田
氏
な
ど
の
伊
勢
在
住
の
作
者
と
定
家
・
慈
円
な
ど
の
京
都
在
住
の
作
者
と
が
入
り
交
じ
っ

て
お
り
︑
伊
勢
国
内
と
伊
勢
国
外
と
の
区
別
と
い
う
の
が
︑
そ
れ
ら
作
者
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
︒

以
下
︑
序
文
に
お
い
て
特
筆
さ
れ
て
い
る
斎
宮
周
辺
作
者
・
祭
主
家
出
身
者
・
西
行
た
ち
︑
伊
勢
在
住
の
作
者
︑
京
都
在
住
の
作
者
︑

の
三
群
に
分
け
て
︑
そ
の
入
集
の
仕
方
を
検
討
し
て
ゆ
く
︒
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三
︑
古
の
歌
人
た
ち

最
初
に
︑
序
文
で
古
来
伊
勢
に
お
い
て
和
歌
活
動
を
お
こ
な
っ
た
人
々
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
︑
斎
王
と
そ
の
周
辺
の
人
物
︑
祭
主
大

中
臣
家
の
人
々
︑
西
行
を
取
り
上
げ
る
︒

ま
ず
斎
王
と
そ
の
周
辺
の
人
物
に
つ
い
て
︒
こ
れ
に
分
類
さ
れ
る
歌
人
は
数
少
な
く
︑
確
実
に
関
係
者
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
︑
斎

宮
女
御
︵
五
首
︶︑
藤
原
忠
隆
︵
二
首
︶︑
源
俊
頼
︵
一
首
︶
の
三
名
に
す
ぎ
な
い
︵
か
っ
こ
内
は
入
集
数
︑
以
下
同
︶︒

斎
宮
女
御
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
徽
子
女
王
で
あ
る
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
入
集
歌
の
何
首
か
は
伊
勢
の
斎
宮
に
お
い
て
詠
ん
だ

歌
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
三
二
七
番
歌
の
詞
書
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
︑
帰
洛
後
︑
村
上
天
皇
に
入
内
し
て
以
後
の

作
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

天
暦
御
時
︑
上
久
し
く
渡
ら
せ
給
は
ざ
り
け
る
こ
ろ
︑
秋
の
夕
暮
忍
び
て
渡
ら
せ
給
け
る
を
知
ら
ず
顔
に
て
︑
こ
と
に
ひ
き
給
け
る
歌

こ
れ
な
ど
は
︑
伊
勢
国
で
詠
ん
だ
歌
で
も
な
く
︑
伊
勢
神
宮
に
関
連
す
る
歌
で
も
な
く
︑
伊
勢
の
景
物
を
詠
ん
だ
歌
で
も
な
い
か
ら
︑

斎
王
と
し
て
︑
一
定
期
間
伊
勢
に
在
住
し
た
こ
と
だ
け
を
理
由
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
︒

忠
隆
に
つ
い
て
は
︑
二
首
い
ず
れ
も
詞
書
は
﹁
題
不
知
﹂
で
あ
る
が
︑
三
八
〇
番
の
歌
人
表
記
が
﹁
藤
原
忠
隆
斎
宮
頭
﹂
と
あ
り
︑
斎

宮
関
係
者
と
し
て
入
集
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
題
不
知
﹂
で
あ
る
か
ら
︑
伊
勢
の
斎
宮
に
お
い
て
詠
ん
だ
歌
か
ど
う
か
は

不
明
︒

俊
頼
詠
は
四
五
番
歌
一
首
の
み
で
あ
る
が
︑
そ
の
詞
書
に
︑

郁
芳
門
院
伊
勢
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
下
り
て
侍
け
る
に
︑
四
方
の
山
霞
み
て
侍
け
る
を
見
て
よ
め
る

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶
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と
あ
り
︑
斎
宮
に
下
っ
た
時
の
作
と
知
ら
れ
る
︒
伊
勢
国
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒

次
に
神
宮
祭
主
一
族
︑
す
な
わ
ち
大
中
臣
家
の
歌
人
に
つ
い
て
︒
大
中
臣
家
の
歌
人
に
つ
い
て
は
︑
福
田
智
子
の
前
掲
論
文
に
お
い
て
︑

そ
の
歌
の
多
く
が
八
代
集
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
能
宣
︵
三
一
首
︶・
輔
親
︵
四
首
︶・
伊
勢

大
輔
︵
一
五
首
︶
等
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
勅
撰
入
集
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑
御
裳
濯
和
歌
集
は
こ
れ
ら
の
歌

を
﹁
骨
格
﹂
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
︒﹁
骨
格
﹂
と
ま
で
言
う
こ
と
に
は
今
少
し
慎
重
で
あ
り
た
い
が
︑

こ
れ
ら
が
歌
集
の
重
要
な
柱
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
︒

福
田
は
︑
前
記
三
名
の
ほ
か
︑
勅
撰
歌
人
と
し
て
頼
基
︵
四
首
︶・
公
長
︵
七
首
︶・
輔
弘
︵
二
首
︶
・
定
雅
︵
三
首
︶
の
四
名
︑
非
勅
撰

歌
人
と
し
て
公
親
︵
一
首
︶・
雅
長
︵
一
首
︶・
隆
重
︵
七
首
︶
の
三
名
を
大
中
臣
家
の
歌
人
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の

ほ
か
に
︑﹁
大
中
臣
﹂
の
姓
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
大
中
臣
家
出
身
の
者
が
い
る
︒
石
川
﹁
校
注
﹂
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
右
大
臣
清

麻
呂
︵
大
中
臣
氏
祖

二
首
︶︑
前
律
師
慶
暹
︵
大
中
臣
輔
親
猶
子

二
首
︶︑
越
前
︵
大
中
臣
公
親
女

五
首
︶︑
空
仁
法
師
︵
大
中
臣
清
長

六
首
︶

の
四
名
が
そ
れ
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
︑
大
中
臣
家
関
係
の
入
集
歌
人
は
十
四
名
を
数
え
る
こ
と
に
な
る
︒

大
中
臣
家
関
係
の
作
者
の
歌
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
そ
の
多
く
が
︑
伊
勢
の
景
物
を
詠
ん
だ
歌
で
も
︑
伊
勢
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
歌
で

も
︑
伊
勢
神
宮
に
関
連
し
た
歌
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
巻
頭
の
大
中
臣
能
宣
詠
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

寛
和
二
年
花
山
院
歌
合
に
︑
春
立
つ
心
を
よ
め
る

春
の
来
る
道
の
し
る
べ
は
三
吉
野
の
山
に
た
な
び
く
霞
な
り
け
り
︵
一
︶

こ
れ
が
︑
伊
勢
で
詠
ま
れ
た
歌
で
は
な
く
︑
伊
勢
の
景
物
を
詠
ん
だ
歌
で
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
の
歌
は
︑
作
者
能
宣
が

祭
主
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
︑
本
集
に
入
集
し
て
い
る
と
考
え
る
以
外
に
な
い
︒
能
宣
は
︑
祭
主
と
し
て
︑﹁
年
中
四
度
使
﹂
や
式
年
遷
宮
︑
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斎
宮
参
入
時
の
祝
詞
奏
上
な
ど
の
た
め
に
︑
し
ば
し
ば
伊
勢
に
下
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
伊
勢
在
住
の
人
に
準
ず
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
︒

右
以
外
の
大
中
臣
家
出
身
者
の
歌
に
つ
い
て
も
す
べ
て
︑
大
中
臣
家
出
身
者
で
あ
る
こ
と
の
み
を
以
て
御
裳
濯
和
歌
集
に
入
集
し
て
い

る
と
見
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
︒

な
お
︑
こ
れ
ら
大
中
臣
家
作
者
の
歌
の
収
集
に
つ
い
て
は
︑
万
葉
集
所
収
の
清
麻
呂
歌
や
非
勅
撰
歌
人
の
そ
れ
の
よ
う
に
︑
誰
も
が
入

手
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
歌
が
あ
る
の
で
︑
お
そ
ら
く
は
大
中
臣
家
か
ら
提
供
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒

西
行
の
場
合
は
︑
伊
勢
に
関
わ
る
歌
も
多
い
が
︑
伊
勢
と
は
無
関
係
な
歌
も
入
集
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
︒

西
行
の
入
集
歌
数
は
︑
現
存
本
だ
け
で
も
五
十
四
首
を
数
え
る
︒
周
知
の
と
お
り
︑
西
行
に
は
︑
山
家
集
と
そ
の
続
編
た
る
聞
書
集
・

残
集
︑
山
家
心
中
集
︑
西
行
上
人
集
︵
西
行
法
師
歌
集
な
ど
と
も
︶︑
御
裳
濯
河
歌
合
・
宮
河
歌
合
と
い
う
四
系
列
の
家
集
が
残
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
う
ち
御
裳
濯
和
歌
集
に
お
い
て
撰
歌
源
と
し
て
最
優
先
さ
れ
た
の
は
御
裳
濯
河
歌
合
と
宮
河
歌
合
で
あ
り
︑
次
い
で
西
行
上
人
集
も

利
用
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
︒

御
裳
濯
河
歌
合
・
宮
河
歌
合
に
つ
い
て
は
︑
序
文
に
お
い
て
も
﹁
詞
の
花
を
内
外
の
宮
に
手
向
け
奉
る
︒
こ
れ
を
分
か
ち
て
二
巻
と
せ

り
﹂
と
明
記
し
て
お
り
︑
こ
れ
か
ら
多
く
の
歌
を
採
っ
て
い
る
の
は
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
実
際
︑
前
者
か
ら
は
二
七
首
︑
後

者
か
ら
は
一
七
首
が
採
ら
れ
て
い
る
︒
両
歌
合
の
歌
は
他
の
家
集
に
も
重
複
し
て
入
集
し
て
い
る
例
が
多
い
が
︑
御
裳
濯
和
歌
集
の
二
二
七
・

三
九
二
番
の
二
首
は
御
裳
濯
河
歌
合
に
し
か
入
っ
て
い
な
い
歌
で
あ
り
︑
同
じ
く
六
四
・
二
一
一
番
歌
の
二
首
も
宮
河
歌
合
に
し
か
入
っ

て
い
な
い
歌
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
ら
四
首
に
つ
い
て
は
両
宮
歌
合
か
ら
採
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
の
四
首
以
外
の
御
裳
濯
和
歌

集
と
両
宮
歌
合
と
の
重
出
歌
に
つ
い
て
も
︑
す
べ
て
両
宮
歌
合
か
ら
採
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒

両
宮
歌
合
に
な
い
十
首
に
つ
い
て
は
︑
一
首
を
除
い
て
︑
西
行
上
人
集
と
重
出
し
て
い
る
︒
そ
の
大
半
は
他
の
家
集
に
も
見
え
る
歌
で

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶
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あ
る
が
︑
八
一
・
一
二
七
番
歌
は
他
の
家
集
に
は
見
え
な
い
歌
な
の
で
︑
西
行
上
人
集
か
ら
採
っ
た
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
︒
他
の
七

首
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
て
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
︒

他
の
家
集
類
に
一
切
見
え
な
い
の
は
︑
次
の
歌
で
あ
る
︒

︵
二
首
前
の
詞
書
に
﹁
題
不
知
﹂
︶

思
ひ
そ
む
る
心
の
色
も
変
は
り
け
り
今
朝
秋
に
な
る
夕
暮
の
空
︵
二
九
〇
︶

こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
西
行
が
伊
勢
に
お
い
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
可
能
性
以
上
の
具
体
的
な

こ
と
は
わ
か
ら
な
い
︒

両
宮
歌
合
は
伊
勢
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
歌
が
御
裳
濯
和
歌
集
に
採
ら
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ

以
外
の
十
首
に
つ
い
て
は
︑
伊
勢
に
関
わ
る
歌
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
︒
む
し
ろ
そ
の
中
に
は
伊
勢
で
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
可
能

性
の
高
い
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
︒

た
と
え
ば
一
五
五
番
歌
は
﹁
題
不
知
﹂
詠
で
あ
る
が
︑
山
家
集
︵
８
︶

に
﹁
落
花
の
歌
あ
ま
た
よ
み
け
る
に
﹂
と
し
て
並
ん
で
い
る
二
十
九
首

︵
一
〇
六
～
一
三
五
︶
の
う
ち
の
一
首
︵
一
二
〇
︶
で
あ
る
︒
西
行
は
治
承
四
年1180

か
ら
文
治
二
年1186

ま
で
ほ
ぼ
六
年
間
を
伊
勢
で
過

ご
す
が
︑
山
家
集
は
︑
そ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
︵
９
︶

︑
山
家
集
所
収
歌
は
伊
勢
移
住
以
前
に
詠
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
西
行
は
治
承
四
年
の
本
格
的
な
移
住
以
前
に
も
伊
勢
を
何
度
か
訪
れ
て
お
り
︑
そ
の
際
の
詠
歌
で
あ
る
可
能
性
も

完
全
に
排
除
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
前
述
の
よ
う
に
︑﹁
落
花
の
歌
あ
ま
た
よ
み
け
る
に
﹂
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
︑
伊
勢
で
の
歌
で
あ
る
可
能
性
は
限
り
な
く
低
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

西
行
も
︑
伊
勢
に
在
住
し
た
時
期
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
︑
そ
の
歌
が
御
裳
濯
和
歌
集
に
入
集
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
斎
王
と
斎
宮
周
辺
の
人
々
︑
神
宮
祭
主
大
中
臣
家
の
人
々
︑
そ
し
て
西
行
の
詠
歌
は
︑
必
ず
し
も
伊
勢
に
お
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い
て
詠
ま
れ
た
り
︑
伊
勢
の
景
物
を
詠
ん
だ
り
︑
神
宮
に
関
す
る
こ
と
を
詠
ん
だ
り
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

序
文
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
人
々
の
和
歌
活
動
へ
の
言
及
の
仕
方
か
ら
考
え
て
︑
編
者
寂
延
は
︑
そ
れ
を
︑
今
の
自
分
た
ち
の
和
歌
活
動

の
直
接
的
な
先
蹤
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
︒
こ
れ
ら
の
歌
人
た
ち
に
つ
い
て
は
︑
一
時
的
に
来
勢
し
た
人
々
で
は
あ
っ

た
が
︑
自
分
た
ち
と
同
じ
伊
勢
歌
壇
の
歌
人
た
ち
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
伊
勢
の
地
で
詠
ん
だ
歌
で
は
な
く
と
も
︑
伊
勢
の

景
物
を
詠
ん
だ
歌
で
は
な
く
と
も
︑
伊
勢
神
宮
に
関
わ
る
歌
で
は
な
く
と
も
︑
そ
れ
ら
の
人
々
の
歌
を
入
集
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

四
︑
伊
勢
在
住
の
歌
人

次
に
︑
伊
勢
出
身
あ
る
い
は
伊
勢
に
長
く
居
住
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
作
者
を
取
り
上
げ
る
︒
そ
れ
は
︑
荒
木
田
氏
人
︑
度
会
氏
人
︑

そ
の
他
と
三
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
ず
内
宮
神
主
た
る
荒
木
田
氏
の
作
者
︵
10
︶

︒
荒
木
田
氏
の
作
者
は
二
十
三
名
で
あ
る
︒
荒
木
田
氏
は
︑
石
敷
の
子
の
佐
禰
麻
呂
と
田
長
の

代
に
二
系
に
分
か
れ
︑
前
者
の
系
統
が
一
門
︑
後
者
の
系
統
が
二
門
と
さ
れ
る
︒
鎌
倉
時
代
は
︑
こ
の
う
ち
の
二
門
が
繁
栄
し
︑
一
門
か

ら
は
正
祢
宜
に
就
く
者
も
あ
ま
り
出
ず
︑
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
る
者
も
ほ
と
ん
ど
出
て
い
な
い
︒
二
門
は
︑
い
く
つ
か
の
家
系
に
分
か
れ

る
が
︑
特
に
岡
田
家
︑
家
田
家
︑
世
木
家
な
ど
が
有
力
で
あ
っ
た
︒
歌
人
も
多
く
そ
れ
ら
の
家
か
ら
出
て
い
る
︒

一
門
の
歌
人
と
し
て
は
︑
唯
一
︑
守
方
︵
一
首
︶
が
い
る
︒

二
門
の
岡
田
家
の
歌
人
と
し
て
は
︑
成
長
︵
三
首
︶︑
寂
延
法
師
︵
長
延
︶︵
三
二
首
︶
︑
成
実
女
︵
四
首
︶︑
延
成
︵
一
〇
首
︶︑
成
行
︵
二

首
︶︑
成
定
女
︵
二
首
︶
が
お
り
︑﹁
蓮
上
法
師
﹂︵
三
首
︶
も
成
長
弟
の
成
実
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
︵
詳
細
は
後
述
︶
︒
家
田
家
の

歌
人
と
し
て
は
︑
氏
実
︵
一
首
︶︑
氏
良
︵
六
首
︶︑
蓮
阿
法
師
︵
満
良
︶︵
九
首
︶︑
延
季
︵
二
首
︶︑
元
延
︵
三
首
︶
が
い
る
︒
世
木
家
の

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶
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歌
人
と
し
て
は
︑
隆
範
︵
二
首
︶︑
永
元
︵
三
首
︶︑
長
光
︵
一
一
首
︶︑
長
光
乙
女
︵
一
首
︶
が
お
り
︑
そ
の
家
系
か
ら
分
立
し
た
浦
田
家

の
満
忠
︵
一
首
︶
も
い
る
︒
井
面
家
の
歌
人
と
し
て
は
︑
仲
能
︵
二
首
︶
が
い
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
家
系
未
詳
の
俊
長
︵
一
首
︶︑
実
元
︵
一
首
︶︑

有
成
︵
一
首
︶
が
い
る
︒
な
お
︑﹁
蓮
位
法
師
﹂
に
つ
い
て
は
後
述
︒

こ
の
う
ち
︑
隆
範
と
氏
実
が
︑
履
歴
の
分
か
る
作
者
と
し
て
は
古
い
歌
人
で
あ
る
︵
11
︶

︒
隆
範
は
︑
大
治
元
年1126

に
祢
宜
に
任
じ
ら
れ
︑

保
延
四
年1138
に
六
十
二
歳
で
没
︑
氏
実
は
︑
保
延
元
年1135

に
七
祢
宜
に
任
じ
ら
れ
︑
天
養
元
年11

44

に
一
男
に
祢
宜
職
を
譲
っ
て
い

る
か
ら
︑
い
ず
れ
も
十
二
世
紀
前
半
に
生
き
た
内
宮
祠
官
で
あ
る
︒
そ
れ
以
外
の
作
者
で
系
譜
が
明
ら
か
な
者
は
皆
︑
編
者
寂
延
の
父
成

長
︵
保
延
二
年1

1
3
6

生
︶
よ
り
も
下
の
世
代
で
あ
る
︵
12
︶

︒
岡
田
家
の
作
者
た
ち
は
い
ず
れ
も
成
長
の
弟
や
子
孫
で
あ
る
︒
家
田
家
で
は
氏
良

が
仁
平
三
年1153

生
ま
れ
で
︑
蓮
阿
法
師
以
下
の
作
者
は
そ
の
子
弟
で
あ
る
︒
世
木
家
で
は
永
元
が
嘉
応
元
年1

16
9

生
ま
れ
で
︑
長
光
は

そ
の
子
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
荒
木
田
氏
の
作
者
の
中
核
を
成
す
の
は
︑
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
歌
人
た
ち
で

あ
る
︒

次
に
︑
外
宮
神
主
の
度
会
氏
に
つ
い
て
︒
度
会
氏
の
作
者
は
六
名
で
あ
る
︒
荒
木
田
氏
に
比
べ
る
と
数
少
な
い
︒
度
会
氏
は
四
門
に
分

か
れ
︑
一
門
と
三
門
は
断
絶
し
︑
二
門
と
四
門
が
継
続
す
る
が
︑
歌
人
を
出
す
の
は
︑
ほ
ぼ
二
門
に
限
ら
れ
る
︒

田
中
家
︵
檜
垣
家
︶
の
春
章
︵
一
首
︶︑
松
木
家
の
氏
彦
︵
一
首
︶︑
曾
禰
家
の
興
房
︵
一
首
︶︑
檜
垣
家
の
生
光
女
︵
二
首
︶
が
そ
れ
で
︑

そ
の
ほ
か
︑
家
系
未
詳
の
雅
長
︵
一
首
︶
と
利
忠
︵
一
首
︶
が
い
る
︒
利
忠
は
︑
そ
の
歌
︵
三
五
〇
︶
が
藤
原
為
経
︵
寂
超
︶
撰
の
後
葉
和

歌
集
に
﹁
俊
忠
﹂
の
作
者
名
で
入
集
し
て
い
る
︒
後
葉
和
歌
集
は
久
寿
二
年1155

頃
成
立
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
利
忠
︵
俊
忠
︶
詠
は
︑
そ

れ
以
前
の
作
と
な
る
︒
履
歴
の
分
か
る
作
者
で
は
︑
こ
の
利
忠
が
古
い
歌
人
で
︑
そ
れ
以
外
は
︑
春
章
︵
久
安
四
年1148

生
︶
が
編
者
寂

延
よ
り
十
数
歳
年
長
︑
氏
彦
︵
建
久
五
年1194

生
︶
と
興
房
︵
建
仁
元
年1201

生
︶
と
が
一
世
代
く
ら
い
下
と
な
ろ
う
か
︒
度
会
氏
の
場
合
も
︑

一
名
の
古
歌
人
が
い
る
が
︑
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
歌
人
が
中
心
で
あ
る
︒
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以
上
の
神
宮
神
主
の
ほ
か
︑
伊
勢
在
住
が
確
認
で
き
る
作
者
と
し
て
良
仁
法
師
︵
一
首
︶
と
鑁
也
法
師
︵
二
首
︶
が
い
る
︒
良
仁
法
師
は
︑

菩
提
山
上
人
と
も
言
い
︑
西
行
上
人
集
に
﹁
伊
勢
に
て
︑
菩
提
山
上
人
対
月
述
懐
し
侍
り
し
に
﹂
と
の
詞
書
を
有
す
る
歌
︵
四
四
九
︶
が

載
る
︵
13
︶

︒
こ
れ
に
よ
り
︑
伊
勢
在
住
で
︑
西
行
と
面
識
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
鑁
也
上
人
は
︑
藤
原
定
家
に
師
事
し
︑﹁
露
色
随
詠
集
﹂

と
い
う
家
集
を
残
す
︒
寂
延
法
師
︵
長
延
︶
が
定
家
を
訪
問
し
た
際
に
︑
そ
の
死
を
語
っ
た
こ
と
が
﹃
明
月
記
﹄
寛
喜
二
年1

23
0

二
月
三

日
条
に
記
さ
れ
て
お
り
︑
晩
年
に
は
伊
勢
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
皇
太
后
宮
常
陸
母
も
伊
勢
在
住
者
と
思
わ

れ
る
が
︑
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
︒

こ
れ
ら
伊
勢
出
身
者
や
伊
勢
在
住
の
作
者
の
歌
は
ほ
と
ん
ど
が
題
詠
で
︑
大
半
の
詞
書
に
は
歌
題
が
示
さ
れ
る
か
︑﹁
題
不
知
﹂
と
あ

る
の
み
で
あ
る
︒

た
と
え
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
︒

題
不
知

荒
木
田
成
実
女

春
来
て
も
な
ほ
か
き
く
も
り
白
雪
の
ふ
る
さ
と
寒
し
三
吉
野
の
山
︵
一
一
︶

行
路
霞
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
け
る

荒
木
田
満
忠

東
路
や
霞
も
草
も
は
る
〴
〵
と
同
じ
緑
の
武
蔵
野
の
原
︵
四
二
︶

中
に
は
︑
日
常
の
場
で
詠
ま
れ
た
歌
も
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
数
首
に
す
ぎ
な
い
︵
三
四
〇
︑
三
四
九
︑

四
二
三
な
ど
︶︒
次
は
︑
そ
の
わ

ず
か
な
例
の
一
つ
で
あ
る
︒

住
み
け
る
山
里
の
花
見
る
べ
き
よ
し
言
へ
り
け
る
人
︑
詣
で
来
ざ
り
け
れ
ば
遣
は
し
け
る

寂
延
法
師

数
な
ら
ぬ
身
は
頼
め
し
も
頼
ま
れ
ず
花
を
よ
す
が
に
君
を
こ
そ
ま
て
︵
一
一
七
︶

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶
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伊
勢
在
住
作
者
の
歌
全
般
で
注
目
す
べ
き
は
︑
伊
勢
の
景
物
を
詠
ん
だ
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
神
路
山
を
詠
ん
だ
荒
木
田

成
長
詠
︵
九
〇
︶
と
御
裳
濯
河
を
詠
ん
だ
荒
木
田
長
光
詠
︵
一
二
三
︶
の
二
首
は
例
外
的
存
在
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
伊
勢
出
身
者
や
伊
勢
在
住
の
作
者
の
歌
に
お
い
て
は
︑
詞
書
に
お
い
て
伊
勢
関
連
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
り
︑

歌
の
中
に
伊
勢
の
景
物
が
詠
ま
れ
た
り
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ら
の
作
者
に
つ
い
て
は
︑
作
者
が
伊
勢
在
住
で
あ

る
と
い
う
一
点
だ
け
が
御
裳
濯
和
歌
集
へ
の
入
集
要
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

五
︑
京
都
の
歌
人

次
に
︑
京
都
を
本
拠
地
と
す
る
作
者
を
取
り
上
げ
る
︒

以
下
︑
お
お
よ
そ
時
代
順
に
歌
人
名
を
掲
げ
て
︵
前
掲
石
川
校
注
参
照
︶︑
伊
勢
と
の
関
連
が
ど
の
よ
う
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
か
簡
潔

に
示
す
︒

俊
成
︵
一
六
首
)
＝
一
五
詞
書
﹁
伊
勢
太
神
宮
に
百
首
歌
よ
み
て
奉
り
け
る
中
に
︑
子
日
の
心
を
﹂

以
下
十
五
首
の
詞
書
に
同
趣
旨
の

記
事
あ
り
︒

長
明
︵
一
首
)＝
三
五
八
詞
書
﹁
修
行
に
出
で
て
伊
勢
に
ま
か
り
て
侍
け
る
に
︑
あ
る
山
寺
に
て
秋
ご
ろ
詠
み
侍
け
る
﹂
︒

良
経
︵
三
首
)
＝
二
詞
書
﹁
春
立
つ
心
を
宮
河
に
寄
せ
て
﹂︑
八
詞
書
﹁
初
春
の
心
を
御
裳
濯
河
に
寄
せ
て
﹂︑
四
六
詞
書
﹁
大
将
と
申

け
る
時
︑
公
卿
勅
使
に
て
太
神
宮
へ
詣
づ
と
て
﹂︒

家
隆
︵
二
一
首
)
＝
四
詞
書
﹁
西
行
法
師
伊
勢
国
二
見
浦
に
す
み
侍
け
る
時
︑
二
見
百
首
歌
と
て
人
々
に
詠
ま
せ
侍
け
る
に
︑
春
立
つ

心
を
﹂
以
下
二
十
首
の
詞
書
に
同
趣
旨
の
記
事
あ
り
︒
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公
衡
︵
一
首
)＝
三
一
八
詞
書
﹁
二
見
百
首
中
に
﹂︒

慈
円
︵
三
七
首
)
＝
六
詞
書
﹁︵
一
首
前
に
︶
百
首
歌
の
中
に
︵
14
︶

﹂︑
四
一
詞
書
﹁
二
見
百
首
歌
中
に
﹂

以
下
十
首
の
詞
書
に
同
趣
旨
の
記

事
あ
り
︒
七
二
詞
書
﹁
伊
勢
に
奉
り
け
る
百
首
歌
中
に
﹂︵
四
季
題
百
首
︶
以
下
二
十
四
首
の
詞
書
に
同
趣
旨
の
記
事
あ
り
︒

寂
連
︵
一
四
首
)＝
二
五
詞
書
﹁
二
見
百
首
歌
の
中
に
﹂

以
下
十
三
首
の
詞
書
に
同
趣
旨
の
記
事
あ
り
︒

隆
信
︵
四
首
)＝
九
九
詞
書
﹁
二
見
百
首
歌
の
中
に
﹂

以
下
三
首
の
詞
書
に
同
趣
旨
の
記
事
あ
り
︒

定
家
︵
三
七
首
)
＝
三
詞
書
﹁
伊
勢
太
神
宮
に
百
首
歌
よ
み
て
奉
り
け
る
中
に
︵
15
︶

﹂
︑
三
二
詞
書
﹁
二
見
百
首
歌
の
中
に
﹂

以
下
十
八
首

の
詞
書
に
同
趣
旨
の
記
事
あ
り
︒
五
二
詞
書
﹁
僧
正
慈
円
太
神
宮
に
百
首
歌
奉
り
け
る
時
︑
か
の
題
を
同
じ
く
よ
み
け
る
百
首
歌
中

に
﹂

以
下
十
三
首
の
詞
書
に
同
趣
旨
の
記
事
あ
り
︒
七
六
詞
書
﹁
最
勝
四
天
王
院
の
障
子
に
︑
大
淀
の
浦
か
き
た
る
所
に
﹂︑
九
一

詞
書
﹁
寂
延
法
師
小
朝
熊
社
歌
合
と
て
人
々
に
よ
ま
せ
侍
け
る
に
︑
羇
旅
花
と
い
ふ
心
を
﹂︑
二
一
七
詞
書
﹁
題
不
知
﹂
歌
﹁
月
宿

る
御
裳
濯
河
の
時
鳥
秋
の
幾
夜
も
飽
か
ず
や
あ
ら
ま
し
﹂︒

祐
盛
︵
五
首
)＝
六
六
詞
書
﹁
二
見
百
首
歌
の
中
に
﹂

以
下
四
首
の
詞
書
に
同
趣
旨
の
記
事
あ
り
︒

後
鳥
羽
院
︵
四
六
首
)
＝
九
詞
書
﹁
建
仁
の
こ
ろ
伊
勢
太
神
宮
に
奉
ら
せ
給
け
る
二
百
首
の
御
製
の
中
に
﹂

以
下
二
十
五
首
の
詞
書
に

同
趣
旨
の
記
事
あ
り
︒
二
一
詞
書
﹁
建
永
の
こ
ろ
伊
勢
に
奉
ら
せ
給
け
る
六
十
首
の
御
製
の
中
に
﹂

以
下
十
八
首
の
詞
書
に
同
趣

旨
の
記
事
あ
り
︒
四
八
五
詞
書
﹁
最
勝
四
天
王
院
の
障
子
に
︑
鈴
鹿
河
書
き
た
る
所
に
書
か
れ
け
る
﹂
歌
﹁
鈴
鹿
河
深
き
木
の
葉
に

日
数
経
て
山
田
の
原
に
時
雨
を
ぞ
聞
く
﹂︒

具
親
︵
一
首
)＝
四
八
詞
書
﹁
寂
延
法
師
小
朝
熊
社
歌
合
と
て
人
々
に
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
︑
海
辺
霞
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
﹂︒

行
能
︵
六
首
)
＝
一
四
詞
書
﹁
伊
勢
太
神
宮
に
よ
み
奉
り
け
る
あ
ま
た
の
歌
の
中
に
﹂
以
下
四
首
の
詞
書
に
同
趣
旨
の
記
事
あ
り
︒

四
九
詞
書
﹁
寂
延
法
師
小
朝
熊
社
歌
合
と
て
人
々
に
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
︑
海
辺
霞
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
﹂︒

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶

―13―



信
実
︵
一
首
)＝
九
二
詞
書
﹁
寂
延
法
師
小
朝
熊
社
歌
合
と
て
人
々
に
よ
ま
せ
侍
け
る
に
︑
羇
旅
花
と
い
ふ
心
を
﹂︒

七
条
院
讃
岐
︵
一
首
)＝
一
一
〇
詞
書
﹁
小
朝
熊
社
歌
合
と
て
人
々
に
よ
ま
せ
侍
け
る
に
︑
羇
旅
花
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
﹂︒

成
茂
︵
一
首
)＝
一
〇
九
詞
書
﹁
小
朝
熊
社
歌
合
と
て
人
々
に
よ
ま
せ
侍
け
る
に
︑
羇
旅
花
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
﹂︒

下
野
︵
一
首
)＝
一
一
一
詞
書
﹁
小
朝
熊
社
歌
合
と
て
人
々
に
よ
ま
せ
侍
け
る
に
︑
羇
旅
花
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
﹂︒

家
長
︵
一
首
)＝
二
二
五
詞
書
﹁
寂
延
が
許
へ
五
月
ば
か
り
に
消
息
し
侍
け
る
に
︑
そ
の
か
み
太
神
宮
へ
詣
で
ゝ
侍
け
る
事
の
偲
ば
る
ゝ

由
な
ど
言
ひ
遣
は
す
﹂︒

順
徳
院
︵
四
首
)
＝
四
七
詞
書
﹁
大
淀
浦
を
よ
ま
せ
給
け
る
﹂︑
七
七
﹁
題
不
知

伊
勢
の
海
霞
む
潮
干
の
潟
を
な
み
帰
る
か
雁
の
声
ぞ

聞
こ
ゆ
る
﹂︑
二
五
七
﹁
題
不
知

夏
の
夜
も
涼
し
か
り
け
り
神
風
や
御
裳
濯
河
に
澄
め
る
月
影
﹂︑
四
〇
七
﹁
題
不
知

二
見
潟
月

す
む
夜
半
の
玉
匣
あ
け
な
ば
秋
の
色
や
な
か
ら
む
﹂︒

為
家
︵
一
首
)＝
四
〇
六
﹁
伊
勢
島
や
遠
き
干
潟
の
潮
離
れ
に
光
満
ち
た
る
秋
の
夜
の
月
﹂︒

以
上
の
よ
う
に
︑
京
都
在
住
の
著
名
歌
人
の
歌
は
例
外
な
く
︑
詞
書
に
伊
勢
と
の
関
わ
り
が
記
さ
れ
て
い
る
か
︑
あ
る
い
は
︑
歌
の
中

に
伊
勢
の
地
名
が
含
ま
れ
て
い
る
︒

神
宮
に
奉
納
し
た
和
歌
と
し
て
︑
俊
成
の
百
首
歌
︑
慈
円
と
定
家
の
四
季
題
百
首
歌
︑
後
鳥
羽
院
の
内
宮
・
外
宮
奉
納
百
首
歌
と
六
十

首
歌
︑
行
能
の
奉
納
和
歌
が
あ
り
︑
伊
勢
で
企
画
さ
れ
た
も
の
と
し
て
︑
西
行
勧
進
の
二
見
浦
百
首
︑
寂
延
法
師
主
催
の
小
朝
熊
社
歌
合

の
歌
が
あ
る
︒

定
家
や
後
鳥
羽
院
の
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
の
よ
う
に
︑
伊
勢
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
確
実
な
も
の
も
あ
る
が
︑

そ
れ
ら
は
伊
勢
の
地
が
歌
題
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
題
不
知
﹂
な
ど
と
あ
っ
て
︑
伊
勢
で
詠
ま
れ
た
の
か
ど
う
か
不
明
な
歌
の
場
合
は
︑
す
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べ
て
歌
の
中
に
伊
勢
の
地
名
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
上
記
の
京
都
の
著
名
歌
人
の
歌
に
つ
い
て
は
︑
す
べ
て
伊
勢
と
の
関
わ
り
が
明
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
︒

六
︑
検
討
を
要
す
る
歌
人

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
編
者
寂
延
の
編
纂
方
針
は
明
確
で
あ
る
︒
内
宮
・
外
宮
祠
官
を
中
心
と
す
る
伊
勢
在
住
作
者
の
場
合
は
︑

神
宮
に
奉
納
す
る
歌
や
伊
勢
の
景
物
を
詠
ん
だ
歌
で
な
く
と
も
︑
こ
れ
を
採
る
︒
当
代
の
伊
勢
歌
人
た
ち
の
先
蹤
た
る
斎
宮
周
辺
歌
人
︑

大
中
臣
祭
主
家
周
辺
歌
人
︑
西
行
に
つ
い
て
も
︑
そ
れ
に
準
ず
る
︒
一
方
︑
京
都
の
歌
人
に
つ
い
て
は
︑
神
宮
に
和
歌
を
奉
納
し
た
り
︑

伊
勢
で
企
画
さ
れ
た
定
数
歌
・
歌
合
等
に
参
加
し
た
り
し
た
場
合
に
の
み
︑
そ
の
歌
を
採
り
︑
そ
の
こ
と
を
必
ず
詞
書
に
明
示
す
る
︒
あ

る
い
は
︑
伊
勢
の
景
物
を
詠
ん
だ
場
合
に
︑
そ
の
歌
を
採
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
伊
勢
在
住
の
作
者
と
京
都
の
作
者
と
は
明
確
に
区
別
し
て
︑

歌
を
採
り
︑
詞
書
も
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

次
に
︑
こ
の
編
纂
方
針
を
基
準
に
し
て
︑
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
い
な
い
十
数
名
の
作
者
に
つ
い
て
考
え
る
︒
一
見
し
た
の
み
で
は
出

自
・
経
歴
が
明
ら
か
で
は
な
く
︑
伊
勢
在
住
歌
人
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
京
都
の
歌
人
な
の
か
判
別
し
が
た
い
作
者
た
ち
で
あ
る
︒

石
川
一
﹁﹃
御
裳
濯
和
歌
集
﹄
校
注
︵
Ⅱ
︶﹂
で
は
︑
こ
れ
ら
の
作
者
に
つ
い
て
も
考
証
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
結
果
が
作
者
一
覧
の

形
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
以
下
に
︑
そ
の
略
歴
記
事
を
掲
げ
る
︒︿

﹀
に
御
裳
濯
和
歌
集
の
歌
人
表
記
を
示
す
︒

石
川
は
︑
作
者
を
①
西
行
︑
及
び
﹁
二
見
浦
百
首
﹂
作
者
︑
②
﹁
西
行
﹂
以
前
の
歌
人
︑
③
新
古
今
歌
人
お
よ
び
そ
れ
以
降
︑
④
伊
勢

太
神
宮
祭
主
の
大
中
臣
家
︑
⑤
内
宮
神
主
の
荒
木
田
氏
︑
⑥
外
宮
神
主
の
度
会
氏
の
六
種
に
分
類
し
て
掲
出
し
て
い
る
の
で
︑
こ
こ
で
も

石
川
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
掲
げ
る
︒
該
当
作
者
は
︑
②
と
③
に
分
類
さ
れ
る
︒

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶
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②
﹁
西
行
﹂
以
前
の
歌
人

長
国
︵
三
首
︶︵
源
氏
・
中
原
氏
：
生
年
未
詳
～
天
喜
二
年1054

︑
後
拾
遺
初
出
︶︿
源
長
国
﹀

肥
後
︵
五
首
︶︵
前
皇
后
宮
常
陸
と
も
：
生
没
年
未
詳
︑
金
葉
初
出
︶︿
前
皇
后
宮
常
陸
﹀
↑
常
陸
母
︵
一
首
︶︵
未
詳
︶︿
前
皇
太
后
宮
常
陸
母
﹀

源
定
季
女
︵
二
首
︶︵
未
詳
︶
↑
定
季
︵
源
頼
定
男
︒
生
没
年
未
詳
︒
後
拾
遺
の
み
︶

黒
姫
︵
二
首
︶︵
黒
日
売
と
も
︒
実
在
性
疑
問
︒
古
事
記
に
よ
れ
ば
吉
備
の
海
部
直
女
︶

証
心
法
師
︵
一
首
︶︵
藤
原
俊
経
︒
顕
業
の
男
︑
母
は
大
江
有
経
女
：
永
久
元
年1113

～
建
久
二
年11

91

︒
七
九
歳
︒
近
衛
・
高
倉
天
皇
の
侍
読
︒﹃
和

漢
兼
作
集
﹄
作
者
︶

西
寂
法
師
︵
一
首
︶︵
日
野
実
光
︒
有
信
の
男
︒
母
は
参
議
実
政
女
：
延
久
元
年1069

～
久
安
三
年1147

︑
七
九
歳
︒
鳥
羽
・
崇
徳
天
皇
の
侍
読
︒
﹃
和

漢
兼
作
集
﹄
作
者
︶

③
新
古
今
歌
人
お
よ
び
そ
れ
以
降

頼
兼
︵
二
首
︶︵
師
継
男
：
生
年
未
詳
～
弘
安
四
年1281

卒
︶︿
藤
原
頼
兼
﹀

兼
朝
︵
一
首
︶︵
源
氏
︒
光
教
男
︒
生
没
年
未
詳
︒
続
後
撰
初
出
︶︿
源
兼
朝
﹀

玄
忠
法
師
︵
二
首
︶︵
生
没
年
未
詳
︒
鎌
倉
初
期
の
人
か
︒
伊
勢
国
林
崎
で
寂
阿
法
師
と
連
歌
︶

権
律
師
定
尊
︵
一
首
︶︵
生
没
年
未
詳
︒
尾
張
熱
田
の
人
︒
法
華
経
読
誦
を
業
と
し
︑
三
十
二
年
間
巡
歴
す
る
︒
建
久
六
年1195

生
存
︶

︿
考
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
歌
人
﹀

法
橋
承
栄
︵
一
首
︶

誓
願
法
師
︵
一
首
︶

行
専
法
師
︵
俗
名
定
季
︶︵
四
首
︶
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右
に
引
用
し
た
よ
う
に
︑
石
川
は
︑
作
者
の
多
く
を
京
都
の
歌
人
と
考
証
し
て
い
る
︒

こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
︑
こ
れ
ら
の
作
者
の
歌
や
詞
書
に
伊
勢
の
景
物
や
伊
勢
と
の
関
わ
り
を
示
す
記
述
が
な
い
こ
と
で
あ
る
︵
16
︶

︒

前
述
の
と
お
り
︑
京
都
の
著
名
な
歌
人
の
歌
や
詞
書
に
は
必
ず
伊
勢
の
景
物
や
伊
勢
と
の
関
連
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
右
の
作

者
た
ち
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
ら
は
︑
例
外
と
見
る
べ
き
か
︑
あ
る
い
は
︑
考
証

に
再
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
以
下
︑
作
者
の
出
自
・
経
歴
を
も
う
一
度
検
討
し
直
し
て
み
た
い
︒

た
だ
し
︑
再
検
討
す
る
た
め
の
材
料
は
乏
し
く
︑
右
の
す
べ
て
に
つ
い
て
考
え
直
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
︒
こ
こ
で
は
︑
わ
ず
か
な
が

ら
手
が
か
り
の
あ
る
肥
後
︵
前
皇
后
宮
常
陸
︑
以
下
﹁
常
陸
﹂
︶︑
源
定
季
と
そ
の
女
︑
証
心
法
師
の
三
例
を
取
り
上
げ
る
︒

︵
１
︶
常
陸

ま
ず
﹁
常
陸
﹂
に
つ
い
て
︒
彼
女
は
︑
御
裳
濯
和
歌
集
に
次
の
五
首
が
入
集
し
て
い
る
︒
紙
幅
の
都
合
上
︑
詞
書
だ
け
を
次
に
掲
出
す

る
が
︑
伊
勢
に
関
わ
る
記
述
は
皆
無
で
あ
る
︒
念
の
た
め
に
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
︑
歌
の
中
に
伊
勢
の
景
物
を
示
す
表
現
も
な
い
︒

﹁︵
一
首
前
に
︶
題
不
知
﹂︵
五
九
︶

﹁
春
ご
ろ
山
里
に
ま
か
り
て
侍
け
る
に
︑
花
の
折
り
な
り
け
れ
ば
立
ち
も
帰
ら
ざ
り
け
る
に
︑
や
が
て
世
を
も
遁
れ
て
か
く
や
あ
ら

ま
し
と
思
て
﹂︵
一
三
六
︶

﹁︵
二
首
前
に
︶
題
不
知
﹂︵
一
四
一
︶

﹁︵
一
首
前
に
︶
三
月
尽
の
心
を
よ
め
る
﹂︵
一
八
五
︶

﹁
題
不
知
﹂︵
二
七
三
︶

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶
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石
川
は
︑
こ
の
﹁
常
陸
﹂
を
︑
堀
河
百
首
・
永
久
百
首
の
参
加
者
で
︑
家
集
﹃
肥
後
集
﹄
を
残
し
た
平
安
後
期
の
有
力
女
性
歌
人
﹁
肥

後
﹂
に
比
定
す
る
︒

肥
後
に
つ
い
て
は
︑
堀
河
・
永
久
両
百
首
の
歌
人
で
あ
り
︑
家
集
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
伝
記
的
研
究
は
︑
森
本
元
子
︵
17
︶

︑

久
保
木
哲
夫
︵
18
︶

︑
高
野
瀬
恵
子
︵
19
︶

等
に
よ
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
︑
同
人
は
︑
藤
原
定
成
女
︑
常
陸
介
藤
原
実
宗
の

妻
で
︑
関
白
藤
原
師
実
に
仕
え
︑
後
に
白
河
皇
女
令
子
内
親
王
に
再
出
仕
し
た
女
房
で
あ
っ
た
︒
母
に
つ
い
て
は
未
詳
︒
勅
撰
集
を
は
じ

め
と
す
る
歌
集
類
に
は
﹁
皇
后
宮
肥
後
﹂
や
﹁
肥
後
﹂
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑﹁
常
陸
﹂
と
称
さ
れ
る
の
は
永
久
百
首
だ
け
で
あ
る
︒

同
百
首
に
は
︑﹁
皇
后
宮
女
房

肥
後
守
定
成
女
︑
本
名
肥
後
﹂
と
の
注
記
が
あ
る
︒

右
の
肥
後
の
伝
記
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
伊
勢
と
の
接
点
は
見
ら
れ
な
い
︒
ど
の
よ
う
な
理
由
を
も
っ
て
︑
そ
の
歌
は
御
裳
濯
和
歌
集
に

採
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

そ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
手
が
か
り
は
︑
外
な
ら
ぬ
御
裳
濯
和
歌
集
に
存
す
る
︒
次
の
歌
が
そ
れ
で
あ
る
︒

二
見
浦
に
音
無
と
い
ふ
山
に
鹿
の
鳴
く
を
聞
き
て
よ
め
る

皇
太
后
宮
常
陸
母

音
無
の
山
の
ほ
か
ま
で
聞
こ
ゆ
な
り
忍
び
か
ね
た
る
小
牡
鹿
の
声
︵
三
四
〇
︶

作
者
は
︑﹁
常
陸
母
﹂
で
あ
る
︒
詞
書
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
は
︑
二
見
浦
の
音
無
山
に
お
い
て
鹿
の
鳴
く
音
を
聞
い
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒

こ
れ
に
よ
り
︑
作
者
で
あ
る
常
陸
母
は
二
見
浦
に
い
た
こ
と
が
証
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
︒
そ
れ
が
︑
伊
勢
に
長
く
居
住
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
な
の
か
︑
一
時
的
に
来
勢
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
程
度
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
伊
勢
に
居
住
し
た
経
験
が
あ
る
の
は

ま
ち
が
い
な
い
︒﹁
皇
太
后
宮
常
陸
母
﹂
と
﹁
前
皇
后
宮
常
陸
﹂
と
は
母
子
関
係
に
あ
る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
︑﹁
常

陸
﹂
は
︑
伊
勢
在
住
者
の
縁
者
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
︑
御
裳
濯
和
歌
集
に
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

従
来
の
肥
後
研
究
に
お
い
て
︑
そ
の
母
の
こ
と
は
未
詳
と
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
﹁
常
陸
﹂
が
肥
後
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
こ
こ
に
肥
後
の
伝
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記
に
つ
い
て
新
た
な
情
報
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
︒

し
か
し
︑
改
め
て
考
え
て
み
る
と
︑
そ
の
よ
う
に
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
気
づ
く
︒﹁
常
陸
母
﹂
が
伊
勢
に
居
住
し
た
経

験
が
あ
っ
た
こ
と
︑
そ
の
縁
で
﹁
常
陸
﹂
の
歌
も
御
裳
濯
和
歌
集
に
採
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
︒
た
だ
し
︑
肥
後
の

母
が
伊
勢
に
居
住
し
て
い
た
経
験
が
あ
る
と
い
う
の
は
︑﹁
前
皇
后
宮
常
陸
﹂
を
肥
後
に
比
定
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
場
合
の
話
に
す

ぎ
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
実
は
︑
そ
の
前
提
そ
の
も
の
が
そ
れ
ほ
ど
確
か
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

﹁
前
皇
后
宮
常
陸
﹂
と
称
さ
れ
る
女
房
は
︑
肥
後
以
外
に
も
存
在
す
る
︒
そ
れ
は
︑
千
載
集
に
﹁
二
条
院
前
皇
后
宮
常
陸
﹂︑
新
勅
撰
集

に
﹁
二
条
院
皇
太
后
宮
常
陸
﹂
と
し
て
入
集
す
る
歌
人
の
常
陸
で
あ
る
︒
こ
の
常
陸
が
肥
後
と
別
人
で
あ
る
こ
と
は
︑
高
野
瀬
恵
子
の
前

記
論
考
に
考
証
が
あ
り
︑
そ
の
結
論
に
は
従
っ
て
良
い
と
考
え
る
︒
こ
の
常
陸
に
つ
い
て
は
︑
従
来
︑
出
自
・
経
歴
が
未
詳
と
さ
れ
て
い

る
︵
20
︶

︒
し
か
し
︑
そ
の
こ
と
は
︑
こ
の
常
陸
を
御
裳
濯
和
歌
集
所
収
歌
人
の
﹁
前
皇
后
宮
常
陸
﹂
と
見
な
す
こ
と
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
︒
そ
の
出
自
・
経
歴
を
知
る
た
め
の
資
料
が
な
い
と
い
う
の
は
︑
伊
勢
と
い
う
︑
地
方
出
身
者
で
あ
る
な
ら
ば
︑
む
し
ろ
当
然
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
神
宮
祠
官
の
作
者
の
多
く
は
西
行
の
来
勢
以
後
の
歌
人
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
︑
そ
の

観
点
か
ら
す
る
と
︑
金
葉
集
初
出
歌
人
で
あ
る
肥
後
よ
り
も
︑
千
載
集
初
出
歌
人
で
あ
る
こ
の
常
陸
の
方
が
︑
時
代
的
に
ふ
さ
わ
し
い
と

思
わ
れ
る
︒
前
述
の
と
お
り
︑
肥
後
は
後
代
の
勅
撰
集
や
私
撰
集
に
お
い
て
は
﹁
皇
后
宮
肥
後
﹂
等
︑﹁
肥
後
﹂
と
い
う
名
で
記
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
︑
晩
年
の
永
久
百
首
に
お
い
て
の
み
﹁
常
陸
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︵
21
︶

︒
こ
の
御
裳
濯
和
歌
集
の
﹁
常
陸
﹂
が
肥
後
で
あ
る
と
す
れ

ば
︑
そ
れ
は
例
外
的
な
表
記
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
ら
の
点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
御
裳
濯
和
歌
集
の
﹁
前
皇
后
宮
常
陸
﹂
は
肥
後

を
指
す
の
で
は
な
く
︑
千
載
集
に
﹁
二
条
院
前
皇
后
宮
常
陸
﹂
と
し
て
入
集
す
る
女
房
歌
人
を
指
す
可
能
性
が
む
し
ろ
高
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
︒
少
な
く
と
も
︑
肥
後
が
唯
一
の
候
補
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
︒

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶
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︵
２
︶
証
心
法
師

次
に
︑
証
心
法
師
に
つ
い
て
︒
一
首
が
﹁
題
不
知
﹂
と
し
て
入
集
す
る
︵
四
四
八
︶︒

こ
の
証
心
法
師
と
い
う
の
は
︑
鴨
長
明
の
伝
記
研
究
に
お
い
て
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
夫
木
和
歌
抄
に
次
の
証
心
法

師
の
歌
と
左
注
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
︵
22
︶

︒

う
ち
す
ぐ
る
人
も
け
ぶ
り
に
な
れ
よ
と
や
も
し
ほ
や
き
で
の
さ
と
の
松
か
ぜ
︵
一
四
七
〇
三
︶

此
歌
は
鴨
長
明
が
伊
勢
記
云
︑
伊
勢
へ
下
り
け
る
に
︑
や
き
で
の
さ
と
く
お
づ
の
浜
な
ど
す
ぐ
る
ほ
ど
に
︑
や
や
き
り
は
れ
ゆ

き
︑
伊
勢
の
海
の
お
き
の
し
ら
す
浜
の
松
原
ほ
の
ぼ
の
あ
ら
は
れ
わ
た
る
を
見
れ
ば
︑
し
ほ
が
ま
か
ず
も
し
ら
ず
う
ち
ち
り
て

絵
に
か
け
る
が
ご
と
く
な
る
を
よ
め
る
と
云
々

こ
れ
に
よ
り
︑
長
明
は
証
心
法
師
と
と
も
に
伊
勢
に
下
向
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
長
明
の
伝
記
研
究
で
証
心
法
師
が
問
題
と
な
る
の

は
︑
こ
れ
を
誰
と
見
る
か
に
よ
っ
て
︑
こ
の
伊
勢
下
向
時
期
が
特
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

こ
れ
に
関
し
て
︑
従
来
は
︑
尊
卑
分
脈
を
根
拠
に
し
て
︑
藤
原
俊
経
の
法
名
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
近
時
︑
今
村
み

ゑ
子
が
こ
の
問
題
を
詳
細
に
論
じ
︑
藤
原
俊
経
説
を
否
定
し
て
︑
長
明
の
管
弦
の
師
で
あ
る
中
原
有
安
の
朗
詠
の
弟
子
﹁
證
心
﹂
を
証
心

に
比
定
す
る
説
を
提
示
し
て
い
る
︵
23
︶

︒
藤
原
俊
経
説
を
否
定
す
る
今
村
の
論
は
︑
そ
の
経
歴
や
長
明
と
の
接
点
等
を
考
証
し
た
も
の
で
︑
説

得
力
を
有
し
︑
従
う
べ
き
だ
と
考
え
る
︒
た
だ
し
︑
有
安
の
弟
子
の
﹁
證
心
﹂
を
問
題
の
証
心
法
師
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
︑
蓋
然
性
の

指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
︑
明
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
に
わ
か
に
は
賛
同
し
が
た
い
︒
前
述
の
と
お
り
︑
出
自
・
経
歴
が
明
ら

か
な
京
都
の
作
者
で
︑
そ
の
歌
の
詞
書
が
﹁
題
不
知
﹂
と
な
っ
て
い
る
例
は
皆
無
で
あ
る
︒
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
︑
中
原
有
安
の
朗
詠

の
弟
子
﹁
證
心
﹂
と
見
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
︒

長
明
の
伊
勢
下
向
に
同
行
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
︑
問
題
の
﹁
証
心
法
師
﹂
は
︑
伊
勢
出
身
の
人
物
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
て
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も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
今
村
は
︑
同
論
文
に
お
い
て
︑
夫
木
和
歌
抄
所
収
の
一
二
一
五
〇
番
歌
︵
大
中
臣
親
守
︶
の
左
注
に
長
明

の
伊
勢
記
の
記
事
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
親
守
が
長
明
の
伊
勢
下
向
の
世
話
役
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
の
指
摘

は
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
り
︑
特
に
伊
勢
に
お
け
る
受
け
入
れ
側
の
世
話
役
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
︒
し
か
し
︑
同
時
に
︑
伊
勢
出
身
の

証
心
法
師
が
同
行
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

︵
３
︶
源
定
季
・
源
定
季
女

次
に
︑
源
定
季
と
源
定
季
女
に
つ
い
て
︒

ま
ず
︑
定
季
女
の
歌
は
次
の
二
首
︒
こ
れ
も
詞
書
の
み
掲
出
す
る
︒
歌
に
伊
勢
の
景
物
を
示
す
表
現
は
な
い
︒

︵
二
首
前
に
︶
行
路
霞
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
け
る
︵
四
四
︶

様
替
へ
て
山
里
に
侍
け
る
に
︑
月
を
見
て
︵
四
二
八
︶

石
川
は
︑
こ
れ
を
﹁
未
詳
﹂
と
し
つ
つ
︑
そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
定
季
﹂
の
﹁
源
頼
定
男
︒
生
没
年
未
詳
︒
後
拾
遺
の
み
﹂
と
い
う
略
歴

を
注
記
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
定
季
﹂
は
︑
御
裳
濯
和
歌
集
六
九
番
歌
の
作
者
表
記
に
次
の
よ
う
に
あ
り
︑
行
専
法
師
の
俗
名
で
あ
る
と
知

ら
れ
る
︒

︵
一
首
前
に
﹁
柳
の
歌
と
て
よ
め
る
﹂
︶

行
専
法
師
俗
名
定
季

同
じ
歌
集
に
入
集
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
﹁
定
季
﹂
と
﹁
定
季
女
﹂
と
は
親
子
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
︒
石
川
も
同
様
の
考
え

と
思
わ
れ
る
︒

行
専
法
師
の
歌
は
四
首
入
集
し
て
お
り
︑
四
三
〇
・
四
四
三
番
の
二
首
の
詞
書
は
﹁
題
不
知
﹂
で
あ
る
が
︑
一
三
二
の
詞
書
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
︒

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶
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世
を
遁
れ
て
修
行
に
出
て
︑
年
を
経
て
春
ご
ろ
︑
も
と
住
み
侍
け
る
所
に
帰
ま
う
で
来
て
︑
花
を
見
て
よ
み
侍
け
る

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
遁
世
後
︑
長
く
修
行
し
て
︑
後
に
帰
郷
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

問
題
は
︑
こ
の
定
季
︵
出
家
後
﹁
行
専
法
師
﹂
︶
を
︑
石
川
の
考
証
の
よ
う
に
︑
源
頼
定
男
で
︑
後
拾
遺
集
に
一
首
入
集
し
て
い
る
歌
人

と
見
て
よ
い
か
ど
う
か
で
あ
る
︒
石
川
の
指
摘
す
る
﹁
定
季
﹂
に
つ
い
て
は
︑
尊
卑
分
脈
に
︑
父
は
正
三
位
参
議
源
頼
定
︑
母
は
橘
輔
正

女
で
︑
従
五
位
上
右
少
将
・
淡
路
守
に
至
っ
た
こ
と
︑
ま
た
︑
後
拾
遺
作
者
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
行
専
法
師
源
定
季
﹂
と
こ
の
﹁
定
季
﹂
と
を
同
一
人
と
見
る
こ
と
に
疑
問
を
持
つ
の
は
︑
尊
卑
分
脈
に
は
さ
ら
に
次
の
記
事
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
︒

於
母
家
︑
為
阿
波
守
高
貞
︑
被
射
殺
云
々

母
方
の
屋
敷
で
射
殺
さ
れ
た
と
い
う
最
期
と
︑
遁
世
し
て
長
く
修
行
し
︑
後
に
帰
郷
し
た
と
い
う
詞
書
か
ら
知
ら
れ
る
経
歴
と
で
は
︑

人
物
像
が
合
致
し
な
い
︒
御
裳
濯
和
歌
集
の
定
季
は
後
拾
遺
作
者
の
そ
れ
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
源
定
季
︵
出
家
し
て
︑

行
専
法
師
︶
と
そ
の
女
に
は
︑
一
三
二
番
や
四
二
八
番
の
よ
う
な
詠
歌
事
情
を
説
明
す
る
歌
も
あ
る
が
︑
ま
た
︑
詞
書
に
歌
題
や
﹁
題
不
知
﹂

と
の
み
記
す
歌
も
あ
る
︒
こ
う
し
た
あ
り
方
は
︑
伊
勢
在
住
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
作
者
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
︒

以
上
検
討
し
て
き
た
三
例
に
つ
い
て
は
︑
京
都
の
歌
人
と
は
考
え
に
く
い
︒
む
し
ろ
︑
前
皇
后
宮
常
陸
と
証
心
法
師
に
つ
い
て
は
︑
伊

勢
と
の
関
わ
り
を
示
唆
す
る
よ
う
な
点
が
見
ら
れ
る
︒

右
の
三
例
の
ほ
か
は
具
体
的
な
根
拠
を
示
す
の
が
む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
が
︑
以
下
の
歌
人
に
つ
い
て
も
石
川
の
考
証
に
は
疑
問
が
残

る
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
︑
疑
問
点
だ
け
を
簡
潔
に
述
べ
て
お
く
︒

﹁
長
国
﹂
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
を
後
拾
遺
集
初
出
の
﹁
中
原
長
国
﹂
で
あ
る
と
考
証
し
て
い
る
が
︑
御
裳
濯
和
歌
集
の
作
者
表
記
は
﹁
源
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長
国
﹂
で
あ
り
︑
同
一
人
物
と
は
考
え
に
く
い
︒

﹁
黒
姫
﹂
に
つ
い
て
は
︑
古
事
記
に
見
え
る
﹁
黒
日
売
﹂
と
し
て
︑
石
川
自
身
も
実
在
性
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
が
︑
時
代
も
あ
ま
り

に
他
の
歌
人
と
違
い
す
ぎ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
に
比
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

﹁
西
寂
法
師
﹂
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
を
鳥
羽
・
崇
徳
天
皇
の
侍
読
で
あ
っ
た
日
野
実
光
で
あ
る
と
す
る
が
︑
そ
の
経
歴
か
ら
考
え
て
︑

可
能
性
は
低
い
の
で
は
な
い
か
︒

﹁
権
律
師
定
尊
﹂
に
つ
い
て
は
︑
尾
張
熱
田
の
人
で
︑
法
華
経
読
誦
を
業
と
し
︑
三
十
二
年
間
巡
歴
し
た
僧
と
す
る
︒
こ
の
定
尊
は
︑﹃
本

朝
高
僧
伝
﹄
に
載
る
信
州
善
光
寺
の
法
華
経
持
経
者
で
あ
る
﹁
沙
門
定
尊
﹂
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
僧
が
﹁
権
律
師
﹂
と

さ
れ
る
の
か
︑
疑
問
が
残
る
︒

藤
原
頼
兼
と
源
兼
朝
に
つ
い
て
は
︑
詳
細
不
明
︒
誓
願
法
師
に
つ
い
て
も
詳
細
不
明
︒

本
節
で
は
︑
石
川
に
よ
っ
て
京
都
在
住
の
歌
人
で
あ
る
と
の
考
証
が
な
さ
れ
て
い
た
作
者
に
つ
い
て
︑
疑
問
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
︒

こ
れ
ら
の
作
者
に
つ
い
て
は
︑
む
し
ろ
伊
勢
出
身
の
歌
人
か
斎
宮
・
大
中
臣
家
周
辺
の
歌
人
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
︵
24
︶

︒
そ
れ
は
︑
そ
の
歌
に
も
︑
そ
の
詞
書
に
も
伊
勢
に
関
わ
る
表
現
が
一
切
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
前
節
ま
で
に
明
ら
か
に
し
て
き

た
伊
勢
国
内
の
歌
人
と
伊
勢
国
外
の
歌
人
と
の
厳
格
な
書
き
分
け
に
照
ら
せ
ば
︑
こ
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
︒

ま
た
︑
そ
の
考
証
に
疑
問
が
残
る
と
し
た
作
者
の
多
く
は
︑
石
川
が
②
﹁
西
行
﹂
以
前
の
歌
人
と
分
類
し
た
歌
人
で
あ
る
︒
本
節
に
お

け
る
再
検
討
の
結
果
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
︑﹁
西
行
﹂
以
前
の
歌
人
は
︑
斎
宮
関
係
と
大
中
臣
家
出
身
者
以
外
に
は
い
な
い
こ
と
に
な

る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
序
文
に
お
い
て
︑
斎
宮
関
係
と
大
中
臣
家
出
身
者
と
西
行
を
神
宮
歌
壇
の
先
蹤
と
し
︑
自
分
た
ち
を
そ
の
継
承
者
と

位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
と
よ
く
符
合
す
る
︒

な
お
︑
こ
こ
ま
で
で
ふ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
玄
忠
法
師
と
法
橋
承
栄
に
つ
い
て
︑
こ
こ
で
述
べ
て
お
く
︒
前
者
に
つ
い
て
は
︑

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶
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石
川
が
﹁
伊
勢
国
林
崎
で
寂
阿
法
師
と
連
歌
﹂
と
指
摘
し
て
お
り
︑
伊
勢
在
住
の
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
後
者
に
つ
い
て
は
︑
そ

の
一
首
の
入
集
歌
が
︑﹁
寂
延
法
師
人
々
に
勧
め
て
二
見
浦
に
て
講
じ
侍
け
る
歌
の
中
に
︑
松
下
泉
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
﹂︵
二
六
四
︶

と
い
う
詞
書
を
持
つ
︒
京
都
な
ど
か
ら
来
勢
し
て
︑
た
ま
た
ま
歌
会
に
参
加
し
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
︑
伊
勢
在
住
者
の
可
能
性
も

否
定
で
き
な
い
︒
前
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
二
見
浦
で
詠
じ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
か
ら
︑
京
都
歌
人
の
扱
い
と
し
て
︑
御
裳
濯
和

歌
集
の
編
集
方
針
の
通
例
ど
お
り
で
あ
る
︒

七
︑
二
見
浦
百
首
作
者
﹁
蓮
位
法
師
﹂
に
つ
い
て

最
後
に
蓮
位
法
師
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
︒
こ
の
蓮
位
は
︑
か
ね
て
二
見
浦
百
首
の
参
加
者
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
が
︑
誰
に

比
定
す
べ
き
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
︒
新
古
今
時
代
研
究
に
お
い
て
議
論
の
あ
る
歌
人
な
の
で
︑
特
に
一
節
を
設
け
て
検
討
す
る
︒

入
集
歌
は
︑
次
の
三
首
で
あ
る
︒

︵
三
首
前
に
﹁
題
不
知
﹂
︶

蓮
位
法
師

春
の
夜
の
あ
け
ゆ
く
風
に
誘
は
れ
て
谷
の
戸
出
づ
る
鶯
の
声
︵
二
九
︶

︵
三
首
前
に
﹁
題
不
知
﹂
︶

蓮
位
法
師

深
草
や
鶉
鳴
く
野
の
夕
暮
を
問
へ
か
し
人
の
秋
は
来
に
け
り
︵
二
九
一
︶

︵
二
首
前
に
﹁
二
見
百
首
中
に
﹂
︶

蓮
位
法
師

蓮
上
法
師
俗
名
成
定

女
郎
花
端
山
が
裾
に
木
隠
れ
て
一
人
も
秋
を
過
ぐ
し
顔
な
る
︵
三
一
九
︶

二
見
浦
百
首
は
︑
文
治
二
年1186

に
西
行
が
都
と
伊
勢
の
知
人
た
ち
に
勧
進
し
た
百
首
歌
で
あ
る
︒
勧
進
に
応
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
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の
は
︑
定
家
・
慈
円
・
家
隆
・
寂
連
・
隆
信
・
公
衡
・
長
方
・
祐
盛
・
蓮
阿
・
蓮
上
・
蓮
位
・
寂
延
の
十
二
名
︒
都
の
歌
人
の
多
く
は
︑

西
行
の
盟
友
藤
原
俊
成
周
辺
の
人
々
で
︑
特
に
定
家
︵
二
十
五
歳
︶︑
家
隆
︵
二
十
九
歳
︶︑
慈
円
︵
三
十
二
歳
︶
と
い
っ
た
︑
後
に
新
古
今

集
の
中
核
を
成
す
こ
と
に
な
る
若
い
歌
人
た
ち
の
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
︒

伊
勢
在
住
の
作
者
は
︑
蓮
阿
・
寂
延
・
蓮
上
・
蓮
位
の
四
人
が
そ
れ
で
あ
る
と
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
こ
の
う
ち
︑
寂
延
が
長
延
︑

蓮
阿
が
満
良
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
が
︑
蓮
上
と
蓮
位
に
つ
い
て
は
俗
名
を
誰
に
比
定
す
べ
き
か
議
論
が
あ
っ
た
︒

こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
近
年
︑
石
川
一
が
詳
細
に
論
じ
︑
蓮
上
を
﹁
荒
木
田
成
実
﹂
に
︑
ま
た
︑
蓮
位
を
﹁
藤
原
定
経
﹂
に
比
定
し
て

い
る
︵
25
︶

︒
蓮
上
に
つ
い
て
は
︑
従
来
﹁
荒
木
田
成
定
﹂
説
︑﹁
荒
木
田
成
良
﹂
説
︑﹁
荒
木
田
成
実
﹂
説
が
あ
っ
た
︒
候
補
者
三
人
は
い
ず
れ
も
︑

百
首
歌
が
勧
進
さ
れ
た
文
治
二
年1186
当
時
の
内
宮
一
祢
宜
で
あ
っ
た
荒
木
田
成
長
の
縁
者
で
︑
成
定
と
成
良
は
子
︑
成
実
は
弟
と
い
う

関
係
に
あ
り
︑
御
裳
濯
和
歌
集
編
者
の
長
延
も
︑
成
定
・
成
良
と
兄
弟
で
あ
る
︒
蓮
上
は
千
載
集
に
法
名
で
一
首
入
集
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
︵
一
二
四
五
︶︑
石
川
は
こ
の
点
に
着
目
し
て
︑
嘉
禎
四
年1238

に
没
す
る
ま
で
祢
宜
を
務
め
て
い
た
成
定
と
︑
建
久
四
年119

3

に

出
家
し
た
成
良
は
︑
千
載
集
に
お
い
て
﹁
蓮
上
法
師
﹂
と
法
名
を
記
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
指
摘
し
︑
成
実
が
蓮
上
で
あ
る
と
の

結
論
を
導
い
て
い
る
︒
こ
の
結
論
は
従
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
︒

蓮
位
に
つ
い
て
は
︑
従
来
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
わ
ず
か
に
薗
田
守
良
﹁
神
宮
正
権
祢
宜
和
歌
﹂
に
﹁
権
禰
宜
成
實
入
道
蓮
位

法
師
﹂
と
あ
る
の
と
︵
26
︶

︑
そ
れ
を
承
け
た
と
思
し
い
目
崎
徳
衛
が
﹁
蓮
位
法
師
︵
成
実
︶
﹂
と
記
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
︵
27
︶

︒
ま
た
︑
三
一
九

番
歌
の
作
者
表
記
に
︑﹁
蓮
位
法
師

蓮
上
法
師
俗
名
成
定
﹂
と
︑
俗
名
が
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
記
事
は
︑﹁
俗
名
成
定
﹂
が
﹁
蓮
位
﹂

に
か
か
る
の
か
︑﹁
蓮
上
﹂
に
か
か
る
の
か
と
い
う
点
も
含
め
て
曖
昧
で
︑
信
憑
性
に
乏
し
い
︒
そ
の
た
め
︑
石
川
は
︑
考
証
の
中
で
こ

の
作
者
表
記
を
論
拠
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
な
い
︒
論
者
も
そ
の
判
断
に
従
い
た
い
︒

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶

―25―



こ
れ
ら
従
来
の
説
に
対
し
︑
石
川
は
︑﹁
蓮
﹂
を
冠
す
る
者
が
荒
木
田
氏
と
は
限
ら
な
い
と
し
て
︑
対
象
範
囲
を
拡
げ
て
候
補
者
を
探
り
︑

﹃
尊
卑
分
脈
﹄
や
﹃
公
卿
補
任
﹄
を
根
拠
に
︑
勧
修
寺
家
流
の
参
議
従
三
位
藤
原
定
経
を
比
定
し
て
い
る
︒
定
経
は
︑
保
元
三
年1158

か

ら
寛
喜
三
年1231

ま
で
生
き
た
人
物
で
︑
正
治
元
年1198

十
一
月
十
五
日
に
出
家
し
︑﹁
蓮
位
﹂
を
法
名
と
し
た
︒
歌
人
と
し
て
は
︑
千

載
集
に
一
首
︑
続
後
撰
・
続
拾
遺
・
続
千
載
そ
れ
ぞ
れ
に
一
首
入
集
し
て
い
る
︒
二
見
浦
百
首
の
作
者
で
あ
る
と
す
る
と
︑
当
時
二
十
九

歳
で
あ
り
︑
千
載
集
に
一
首
入
集
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
勘
案
す
る
と
︑
た
し
か
に
二
見
浦
百
首
を
勧
進
さ
れ
て
不
思
議
は
な
い
存
在
だ

と
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
に
は
賛
同
し
が
た
い
︒
理
由
は
︑
御
裳
濯
和
歌
集
入
集
歌
の
二
首
︵
二
九
・
二
九
一
︶
の
詞
書
が
﹁
題
不
知
﹂
と
あ
り
︑

ま
た
︑
歌
の
内
容
が
伊
勢
の
景
物
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
御
裳
濯
和
歌
集

の
編
纂
方
針
は
明
確
で
︑
京
都
の
歌
人
に
つ
い
て
は
︑
伊
勢
で
企
画
さ
れ
た
定
数
歌
・
歌
合
等
に
参
加
し
た
り
︑
神
宮
に
和
歌
を
奉
納
し

た
り
し
た
場
合
に
の
み
︑
そ
の
歌
を
採
り
︑
そ
の
こ
と
を
必
ず
詞
書
に
明
示
し
て
い
る
︒
あ
る
い
は
︑
伊
勢
の
景
物
を
詠
ん
だ
場
合
に
の

み
︑
そ
の
歌
を
採
っ
て
い
る
︒
一
首
だ
け
で
も
伊
勢
に
関
連
す
る
歌
が
あ
れ
ば
︑
そ
の
作
者
に
つ
い
て
は
︑
伊
勢
に
関
連
し
な
い
歌
を
も

入
集
さ
せ
る
よ
う
な
事
例
は
一
切
な
い
︒
こ
の
編
纂
方
針
か
ら
す
れ
ば
︑
定
経
の
歌
が
﹁
題
不
知
﹂
と
い
う
詞
書
に
よ
っ
て
御
裳
濯
和
歌

集
に
撰
入
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
蓮
位
は
誰
に
比
定
す
べ
き
な
の
か
︒
そ
の
問
に
対
し
て
︑
現
在
明
確
な
答
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
た
だ

し
︑﹁
題
不
知
﹂
と
い
う
詞
書
は
︑
伊
勢
在
住
歌
人
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
や
は
り
荒
木
田
氏
の
中
に
候
補
者
を
探
す
べ
き

だ
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
場
合
︑
次
の
三
点
が
候
補
者
の
条
件
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

︵
一
︶
俗
名
と
法
名
の
両
方
で
重
複
入
集
す
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
︑
御
裳
濯
和
歌
集
に
名
前
が
見
え
な
い
人
物
︒

︵
二
︶
二
見
浦
百
首
に
参
加
し
た
当
時
︑
満
良
は
三
十
歳
前
後
︵
28
︶

︑
長
延
は
十
七
歳
前
後
と
推
定
さ
れ
る
の
で
︑
そ
の
二
人
と
年
齢
が
離

―26―



れ
て
い
な
い
︑
比
較
的
若
い
人
物
︒

︵
三
︶
西
行
の
荒
木
田
氏
と
の
交
友
関
係
は
︑
現
在
知
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
は
︑
岡
田
家
と
家
田
家
の
範
囲
に
ほ
ぼ
限
定
で
き
る
の
で
︑

そ
の
両
家
の
縁
者
︒

こ
の
条
件
に
従
っ
て
系
図
や
補
任
類
を
眺
め
て
み
る
と
︑
家
田
家
で
は
資
元
な
ど
が
候
補
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
か
︒
岡
田
家
で

は
︑
長
延
や
成
定
の
兄
弟
で
あ
る
成
良
が
候
補
者
に
な
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
︒
前
述
の
と
お
り
︑
成
良
は
建
久
四
年1193

に
出
家
し
て

お
り
︑﹃︵
皇
太
神
宮
︶
補
任
次
第

延
喜
以
後
﹄
に
は
法
名
が
﹁
中
道
房
﹂︑
氏
経
書
写
﹃
荒
木
田
氏
古
系
図
﹄
に
は
﹁
中
道
﹂
と
あ
る
︒

法
名
が
異
な
る
以
上
︑
成
良
で
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
る
の
が
常
識
で
あ
る
が
︑
同
一
人
で
法
名
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
は
︑
当
時
そ
れ

ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
西
行
の
﹁
円
位
﹂
や
︑
俊
成
の
﹁
釈
阿
﹂・﹁
阿
覚
﹂・﹁
澄
鑒
﹂
等
の
例
が
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
︒

成
良
の
周
辺
人
物
︑
す
な
わ
ち
叔
父
の
成
実
︑
兄
弟
の
成
定
・
長
延
︑
従
姉
妹
の
成
実
女
な
ど
は
い
ず
れ
も
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
︑
御
裳

濯
和
歌
集
に
入
集
し
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
を
重
視
す
る
と
︑
成
良
が
蓮
位
で
あ
る
可
能
性
も
一
概
に
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
︒
た
だ
し
︑
以
上
の
推
定
は
︑
確
証
が
あ
っ
て
の
も
の
で
は
な
く
︑
憶
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
︒

蓮
位
が
誰
の
法
名
で
あ
る
の
か
︑
根
拠
を
も
っ
て
具
体
的
に
推
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
︒
し
か
し
︑
少
な
く
と
も
京
都
の
歌
人
で

は
な
く
︑
伊
勢
在
住
の
歌
人
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
言
え
る
と
思
う
の
で
あ
る
︒

八
︑
結

び

御
裳
濯
和
歌
集
は
︑
そ
の
序
文
に
お
い
て
︑
伊
勢
に
関
連
す
る
歌
を
集
め
た
歌
集
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
そ
の

﹁
伊
勢
に
関
連
す
る
﹂
と
い
う
の
が
作
者
の
立
場
に
よ
っ
て
意
味
を
異
に
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
︒

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶
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神
宮
祠
官
を
は
じ
め
と
す
る
伊
勢
在
住
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
人
物
の
歌
は
︑
伊
勢
在
住
と
い
う
こ
と
だ
け
で
︑﹁
伊
勢
に
関
連
す

る
﹂
と
い
う
要
件
を
満
た
す
︒
し
た
が
っ
て
︑
歌
の
内
容
や
歌
の
詠
ま
れ
た
場
な
ど
は
ま
っ
た
く
問
わ
れ
な
い
︒
そ
の
歌
の
詞
書
に
は
歌

題
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
︑﹁
題
不
知
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
多
い
︒

斎
宮
関
係
者
・
祭
主
大
中
臣
家
の
縁
者
・
西
行
は
︑
編
者
寂
延
法
師
か
ら
︑
自
分
た
ち
の
先
蹤
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
お
り
︑
伊
勢
在

住
歌
人
と
同
じ
扱
い
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
伊
勢
の
地
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
や
伊
勢
の
景
物
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
が
入
集
の

条
件
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
︑
京
都
に
お
け
る
歌
会
の
歌
や
宮
中
に
お
け
る
﹁
折
﹂
の
歌
で
あ
っ
て
も
︑
採
ら
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
に
対
し
て
︑
京
都
在
住
の
歌
人
の
場
合
は
︑﹁
伊
勢
に
関
連
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
異
な
る
︒
伊
勢
神
宮
に

奉
納
す
る
歌
や
伊
勢
で
企
画
さ
れ
た
和
歌
活
動
に
参
加
し
た
と
き
の
歌
︑
あ
る
い
は
︑
伊
勢
の
景
物
を
詠
ん
だ
歌
だ
け
が
採
用
さ
れ
た
︒

し
か
も
︑
詞
書
か
歌
の
表
現
に
必
ず
伊
勢
と
の
関
わ
り
が
明
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

右
の
方
針
は
︑
出
自
・
経
歴
の
明
ら
か
な
作
者
に
つ
い
て
は
︑
徹
底
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
出
自
・
経
歴
の
明
ら
か
で
は
な
い
作

者
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
方
針
に
照
ら
せ
ば
︑
ど
の
よ
う
な
立
場
の
人
物
で
あ
る
か
が
推
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
し
た
観
点
か
ら
︑

従
来
素
性
不
明
で
あ
っ
た
作
者
に
つ
い
て
考
証
を
加
え
た
結
果
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
伊
勢
在
住
歌
人
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

ま
た
︑
斎
宮
関
係
者
と
大
中
臣
家
歌
人
と
十
二
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
に
か
け
て
生
き
た
神
宮
祠
官
の
三
名
を
除
く
と
︑
作
者
の
ほ
と
ん

ど
は
︑
西
行
が
来
勢
し
た
十
二
世
紀
末
以
後
の
歌
人
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
で
き
た
︒
序
文
に
お
い
て
個
人
で
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
の
は
西
行
だ
け
で
あ
り
︑
西
行
は
︑
寂
延
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
寂
延
は
︑
伊
勢
に
お
け
る
和
歌
の
歴

史
を
︑﹁
西
行
以
前
﹂
と
﹁
西
行
以
後
﹂
と
に
分
け
て
考
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
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注

︵
1
︶
成
定
が
嘉
禎
四
年1238

に
七
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
て
お
り
︑
も
う
一
人
の
兄
弟
で
あ
る
成
良
が
建
久
四
年1193

に
三
十
歳
で
出
家
し
て
い
る
か
ら

︵
類
聚
大
補
任
︶︑
二
人
の
弟
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
嘉
応
年
間1169

～1170

頃
の
誕
生
か
︒

︵
2
︶
﹃
國
學
院
雑
誌
﹄
第
四
三
巻
第
三
号

昭
和
一
二
・
三
︒

︵
3
︶
五
更
会
編
﹃
御
裳
濯
和
歌
集
﹄︵
池
山
聰
助
解
題
・
刊
年
不
明
︶︑
梁
瀬
一
雄
編
﹁
御
裳
濯
和
歌
集
﹂
︵
碧
沖
洞
叢
書
・
第
五
十
二
輯

昭
和
三
九
・

八
︶
︒

︵
4
︶﹃
國
學
院
雑
誌
﹄
第
八
九
巻
第
一
号

昭
和
六
三
・
一
︑
↓
﹃
中
世
和
歌
史
の
研
究
﹄﹁﹃
御
裳
濯
和
歌
集
﹄
撰
者
寂
延
﹂︵
明
治
書
院

平
成
五
年
︶
︒

︵
5
︶
﹃
國
學
院
雑
誌
﹄
第
一
〇
五
巻
第
七
号

平
成
一
六
・
七
︒

︵
6
︶
﹃
県
立
広
島
大
学
人
間
文
化
学
部
紀
要
﹄
第
八
号

平
成
二
五
・
二
︑
同
紀
要
第
九
号

平
成
二
六
・
三
︒

︵
7
︶
御
裳
濯
和
歌
集
の
本
文
は
︑
前
記
石
川
一
﹁﹃
御
裳
濯
和
歌
集
﹄
校
注
︵
Ⅰ
︶﹂・﹁
同
︵
Ⅱ
︶﹂
に
よ
る
︒
か
っ
こ
内
等
の
漢
数
字
は
︑
新
編
国
歌
大

観
番
号
︒
振
り
仮
名
は
省
略
し
た
︒

︵
8
︶
山
家
集
の
本
文
は
︑
西
澤
美
仁
・
宇
津
木
言
行
・
久
保
田
淳
校
注
和
歌
文
学
大
系
﹃
山
家
集
／
聞
書
集
／
残
集
﹄︵
明
治
書
院

平
成
一
五
︶
に
よ

る
︒

︵
9
︶
西
澤
美
仁
﹁
山
家
集
の
成
立
﹂︵
﹃
論
集
中
世
の
文
学
︵
韻
文
編
︶﹄︵
明
治
書
院

平
成
六
︶
ほ
か
︒

︵
10
︶
家
系
に
つ
い
て
は
︑﹃
荒
木
田
古
系
図
︵
氏
経
筆
︶﹄︵
田
中
卓
著
作
集
10
﹃
古
典
籍
と
資
料
﹄︵
国
書
刊
行
会

平
成
五
︶・
﹃
系
図
綜
覧
﹄︵
国
書
刊

行
会

大
正
一
四
︶
に
よ
る
が
︑
村
田
氏
美
﹃
両
宮
正
員
禰
宜
名
鑑
﹄︵
非
売
品

昭
和
三
八
︶
を
多
く
参
照
し
た
︒

︵
11
︶
隆
範
・
氏
実
の
経
歴
は
︑﹃
二
所
太
神
宮
例
文
﹄︵
神
道
大
系
・
神
宮
編
四
︶・﹃︵
皇
太
神
宮
禰
宜
︶
補
任
次
第

延
喜
以
後
﹄︵
神
道
大
系
・
神
宮

編
五
︶
に
よ
る
︒

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶
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︵
12
︶
荒
木
田
・
度
会
祠
官
の
生
年
は
︑﹃
類
聚
大
補
任
﹄︵
神
道
大
系
・
神
宮
編
五
︶
に
よ
っ
て
考
証
し
た
︒

︵
13
︶
﹃
新
編
国
歌
大
観

第
三
巻
﹄
に
よ
る
︒

︵
14
︶
五
番
の
西
行
詠
の
詞
書
に
は
﹁
百
首
歌
の
中
に
﹂
と
あ
り
︑
六
番
歌
の
慈
円
詠
の
詞
書
は
空
欄
と
な
っ
て
い
る
の
で
︑
慈
円
詠
の
詞
書
は
︑
前
歌

の
﹁
百
首
歌
の
中
﹂
が
か
か
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
西
行
の
﹁
百
首
歌
﹂
が
何
を
指
す
の
か
不
明
で
︑
当
然
慈
円
の
そ
れ
も
不
明
︒

西
行
詠
は
御
裳
濯
河
歌
合
十
一
番
右
の
歌
で
︑
西
行
上
人
集
︵
詞
書
﹁
初
春
﹂︶・
新
古
今
集
︵
詞
書
﹁
題
不
知
﹂︶
に
入
集
し
て
い
る
が
︑
詠
歌
事

情
は
不
明
︒
慈
円
詠
は
拾
玉
集
に
も
入
集
し
て
お
ら
ず
︑
二
見
浦
百
首
で
も
四
季
題
百
首
で
も
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
二
首
に
つ
い
て
は
︑

伊
勢
に
関
わ
る
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
例
外
的
存
在
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
慈
円
詠
の
詞
書
の
こ
の
書
式
に
よ
る
限
り
で

は
︑
編
者
寂
延
に
は
︑
こ
れ
は
西
行
の
百
首
歌
と
関
連
す
る
も
の
と
の
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
︒
西
行
が
伊
勢
在
住
の
人
物
と
の

扱
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
り
︑
そ
れ
と
関
連
す
る
歌
と
し
て
慈
円
詠
を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
寂
延
は
こ
れ
も
伊
勢
関

連
の
歌
と
し
て
載
せ
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒

︵
15
︶
三
番
詞
書
に
は
﹁
二
見
浦
百
首
﹂
と
の
記
述
は
な
い
が
︑
現
存
二
見
浦
百
首
に
入
る
︒
ま
た
︑
御
裳
濯
和
歌
集
に
お
い
て
﹁
僧
正
慈
円
伊
勢
に
百

首
歌
奉
り
け
る
時
の
同
じ
き
百
首
歌
中
に
﹂
と
あ
る
の
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
四
季
題
百
首
﹂
の
一
首
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
︑
二
七
一
番

歌
に
は
同
じ
詞
書
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
現
存
の
四
季
題
百
首
に
は
入
っ
て
い
な
い
︒
こ
れ
ら
の
詞
書
は
︑
現
存
の
作
品
と
の
齟
齬
が
あ
る

の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
が
正
し
い
か
否
か
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
編
者
寂
延
は
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
詞
書
を
記
述
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
︑
編
纂
方
針
か
ら
外
れ
る
例
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒

︵
16
︶
前
皇
太
后
宮
常
陸
母
や
法
橋
承
栄
と
い
っ
た
例
外
が
あ
る
が
︑
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
︒

︵
17
︶
﹃
私
家
集
の
研
究
﹄︵
明
治
書
院

昭
和
四
一
︶﹁
肥
後
集
と
そ
の
作
者
﹂︒

︵
18
︶
﹃
平
安
時
代
私
家
集
の
研
究
﹄︵
明
治
書
院

昭
和
六
〇
︶﹁
肥
後
と
そ
の
集
﹂︒
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︵
19
︶
﹁
令
子
内
親
王
家
の
歌
人
肥
後
︱
﹃
肥
後
集
﹄
以
後
の
和
歌
活
動
︱
﹂︵﹃
和
歌
文
学
研
究
﹄
第
九
二
号

平
成
一
八
・
六
︶

︵
20
︶
新
日
本
文
学
大
系
﹃
千
載
和
歌
集
﹄
作
者
一
覧
ほ
か
︒
和
歌
文
学
大
系
﹃
万
代
和
歌
集
﹄
の
作
者
名
索
引
は
﹁
女
御
殿
大
弐
﹂
を
そ
れ
に
擬
す
る
が
︑

同
大
系
﹃
新
勅
撰
和
歌
集
﹄
の
作
者
索
引
は
そ
れ
を
比
定
す
る
︒

︵
21
︶
題
林
愚
抄
で
は
永
久
百
首
を
ま
と
め
て
採
っ
て
い
る
の
で
︑﹁
常
陸
﹂
と
す
る
︒

︵
22
︶
夫
木
和
歌
抄
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
︒

︵
23
︶
﹁
鴨
長
明
の
伊
勢
下
向
を
め
ぐ
っ
て
︱
元
久
元
年
の
旅
か
︱
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
第
四
一
巻
三
号

平
成
二
六
・
三
︶︒

︵
24
︶
こ
の
う
ち
︑
前
皇
后
宮
常
陸
は
千
載
集
歌
人
で
あ
る
か
ら
︑
常
陸
母
は
﹁
西
行
﹂
以
前
の
歌
人
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︒
彼
女
に
つ
い
て
は
︑

斎
宮
関
係
者
か
大
中
臣
家
の
出
身
者
と
い
う
可
能
性
を
考
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
︒
源
長
国
や
藤
原
賴
兼
・
源
兼
朝
な
ど
も
︑
斎
宮
関
係
者

の
可
能
性
は
あ
ろ
う
︒

︵
25
︶
﹃
慈
円
法
楽
和
歌
論
考
﹄︵
勉
誠
出
版

平
成
二
七
︶
第
Ⅱ
編
・
第
三
章
﹁
西
行
周
辺
の
人
物
考
証
︱
﹁
二
見
浦
百
首
﹂
作
者
の
こ
と
︱
﹂︒

︵
26
︶
﹃
神
宮
典
略
﹄︵
太
神
宮
叢
書
︶︒

︵
27
︶
﹃
西
行
の
思
想
史
的
研
究
﹄︵
吉
川
弘
文
館
・
昭
和
五
三
︶︒

︵
28
︶
中
世
の
文
学
﹃
歌
論
集
１
﹄︵
解
説

久
保
田
淳
︶
で
は
︑
保
元
元
年1156

頃
の
生
ま
れ
と
推
定
︒

付
記﹃

私
撰
集
作
者
索
引

続
編
﹄︵
和
泉
書
院

平
成
一
六
年
︶
は
︑
筆
者
︵
深
津
︶
も
そ
の
作
成
に
携
わ
り
︑
全
体
を
と
り
ま
と
め
る
た
め
の
事
務

局
も
担
当
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
本
稿
を
執
筆
中
に
︑
同
索
引
の
﹃
御
裳
濯
和
歌
集
﹄
に
関
す
る
間
違
い
を
多
数
発
見
し
た
︒
以
下
に
︑
そ
の
事
情
を

説
明
す
る
と
と
も
に
︑
訂
正
を
行
い
た
い
︒

︵
ふ
か
つ

む
つ
お
・
皇
學
館
大
学
文
学
部
教
授
︶

御
裳
濯
和
歌
集
の
未
詳
歌
人
に
つ
い
て
︵
深
津
︶
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