
Title 「御製のそばに」 : 鎌倉期勅撰集における「身分序
列的配列」

Author(s) 村山, 識

Citation 詞林. 2008, 43, p. 28-61

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/67579

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



「御
製
の
そ
ば
に
」

―
鎌
倉
期
勅
撰
集
に
お
け
る

「
身
分
序
列
的
配
列
」
―

は
じ
め
に

所
謂

「鵜
鷺
系
」
の
定
家
に
仮
託
さ
れ
た
偽
書
で
あ
る

『
愚
秘
抄
』

に
、
「御
製
の
そ
ば
に
雲
客
以
下
の
輩
を
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
、

撰
集
の
配
列
に
お
い
て
、
作
者
の
身
分
を
考
慮
せ
よ
と
の

「故
実
」
が

記
さ
れ
て
い
る
。
『
愚
秘
抄
』
と
い
う
書
物
の
性
格
か
ら
考
え
て
も
、

こ
の

「故
実
」
が
、
そ
の
ま
ま
実
際
の
勅
撰
集
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て

い
た
も
の
で
あ

っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
こ
の
よ
う
な
配
列
方
法
が
、

勅
撰
集
に
お
い
て
定
着
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
注
目
に
値
す
る

こ
と
で
あ
る
。

お
よ
そ
三
代
集
に
お
け
る
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
、
勅
撰
集
の
配
列
方

法
に
お
い
て
、
鎌
倉
期
前
後
に
新
た
に
加
わ

っ
た
も
の
と
し
て
は
、
早

く

『新
古
今
集
』
に
つ
い
て
風
巻
景
次
郎
氏
に
よ
り
考
察
さ
れ
た

「歴

史
的
配
列
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
詠
作
者
を
時
代
順
に
配
し
て
ゆ
く
と
い

う

「
歴
史
的
配
列
」
に
つ
い
て
は
、
黒
川
昌
享
氏
に
よ
り
、
『千
載
集
』

に
そ
の
先
樅
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
『
新
古
今
集
』
に
お
い
て
最
も

村
山
　
　
識

顕
著
と
な

っ
た
後
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
十
三
代
集
を
通
じ
て
意
識

さ
れ
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の

「
歴
史
的
配
列
」
に
つ
い
て
、
松
野
陽

一
氏
は
、
『
千
載
集
』

の
編
纂
意
図
と
絡
め
て
論
じ
、
風
巻
論
は
、
『新
古
今
集
』
編
纂
前
後

の
歌
論
に
見
ら
れ
る

「
和
歌
風
体
の
変
遷
に
関
す
る
意
識
」
と
重
ね
て

論
じ
て
い
る
。

『
愚
秘
抄
』
の
記
載
す
る
よ
う
な
配
列
法
が
、
「歴
史
的
配
列
」
同
様
、

鎌
倉
期
に
新
た
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
何
か
し
ら

の
歴
史
的
要
請
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
各
勅
撰
集
全
体
の
結

構
に
つ
い
て
も
、
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
主
に

『
新
勅
撰
集
』
か
ら

『
風
雅

集
』
ま
で
の
九

つ
の
勅
撰
集
を
考
察
対
象
と
し
て
、
そ
こ
に

『
愚
秘

抄
』
の
記
す
よ
う
な
身
分
序
列
を
意
識
し
た
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

な
お
、
各
勅
撰
集
に
お
け
る
個
別
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に

譲
る
こ
と
と
し
た
い
。



一　

鎌
倉
期
勅
撰
集
に
お
け
る

「御
製
の
そ
ば
」

一
‐
一

『
愚
秘
抄
』
記
載
の

「身
分
序
列
的
配
列
」
故
実

『
愚
秘
抄
』
と
い
う
定
家
に
仮
託
さ
れ
た
偽
書
は
、
そ
の
成
立
に
つ

い
て
直
接
の
資
料
も
な
く
、
古
写
本
も
少
な
く
、
原
形
さ
え
も
見
極
め

が
た
い
歌
論

・
歌
学
書
で
あ
る
。
成
立
事
情
に
関
し
て
、
現
在
ま
で
に

明
錫
か
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
『
愚
秘
抄
』
が
二
条
家
庶
流
に
あ
た
る

為
実

（為
氏
男

。
文
永
元
ヽ
Ｒ
年
頃
～
元
弘
三
〓
〓
年
）
自
身
か
、
ま
た

は
そ
の
周
辺
に
お
い
て
制
作
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
時
期

が
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
、
同
じ
く

「鵜

鷺
系
」
と
総
称
さ
れ
て
い
る

『
愚
見
抄
』
。
フ

一五
記
』
な
ど
の
偽
書
群

と
関
連
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

主
に
歌
体
論
を
述
べ
る
前
半
部
分
に
関
し
て
は
、
正
徹
等

へ
の
影
響

も
あ
り
、
石
原
清
志
氏
に
よ
る
論
考
な
ど
も
あ
る
が
、
後
半
の
故
実
の

類
に
関
し
て
は
、
幾

つ
か
の
条
項
を
除
い
て
、
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い

な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

本
稿
で
扱
う
詠
作
者
の
身
分
と
撰
集
配
列
と
の
関
連
を
述
べ
る
故
実

も
後
半
部
に
記
さ
れ
た
故
実
類
の

一
つ
で
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、

当
該
箇
所
を
挙
げ
る
。

①
　
集
を
撰
ぶ
様
、
当
道
の
故
実
の
無
上
也
。
先
四
季
の
歌
に
も
雑
の

歌
に
も
匂
ひ
を
立
て
ゝ
、
詞

・
風
情
の
少
し
づ
ゝ
相
似
た
ら
む
を
並

べ
も
て
ゆ
く
べ
し
。

②
　
但
、
詞

・
風
情
似
た
り
と
も
、
又
作
者
の
人
僣
並
び
が
た
か
ら
む

人
の
歌
を
ば
可
レ
憚
也
。
さ
れ
ば
此
等
ゆ
ゝ
し
き
大
事
也
。
い
か
に

よ
ろ
し
き
歌
な
ど
も
、
或
は
匂
ひ
よ
け
れ
ど
も
、
其
作
者
の
人
證
難

治
に
し
て
、　
一
部
始
終
不
レ
入
し
て
果
つ
る
歌
侍
る
べ
し
。

③

↑
ｒ
酬
秦
ツ
魚
堅
里
≡
各
塾
卜
Ω
輩
を
不
各
〃
入
。
但
、
西
行
な

ど
や
う
の
者
は
此
道
の
堪
能
也
。
さ
れ
ば
御
製
の
そ
ば
に
も
不
レ
可
レ

憚
之
事
欺
。
古
人
の
中
に
も
心
あ
る
べ
き
に
や
。
人
丸

・
赤
人
の
歌

な
ど
は
尤
御
製
の
そ
ば
に
こ
ひ
ね
が
ひ
て
も
可
レ
入
に
や
。
？
）
僧

な
ど
も
殊
に
心
得
て
、
其
人
の
膿
を
分
別
し
て
並
べ
奉
る
べ
き
也
。

但
、
こ
と
な
る
上
手
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
御
製
の
そ
ば
に
も
苦
し
か
ら

ず
。
っ
）
女
の
歌
は
不
レ
可
レ憚
事
也
。
そ
れ
も
又
心
あ
る
べ
し
。
女

も
名
人
を
御
製
の
そ
ば
に
並
べ
奉
る
べ
し
。
Ｔ
）
又
、
摂
政
―
三
公

司
ｄ
「
測
親
ヨ
司
ｄ
倒
ｄ
劇
―こ―
「
徊
到
の‐
日
司
ｄ
司
ｑ
ｄ
引
「
期
刈

撻

・
官
途

・
加
階
を
校
量
し
て
可
レ
比
。

④
　
次
第
に
下
薦
に
下
れ
ば
い
く
ら
も
並
べ
下
し
て
、
又
上
薦

へ
並
べ

昇
る
べ
し
。

内
容
に
よ

っ
て
①
か
ら
④
ま
で
に
分
け
た
が
、
①
の
詞
や
風
情

（歌

の
趣
向
な
ど
）
の
共
通
性
に
よ
り
配
列
し
て
ゆ
く
方
法
は
、
『古
今
集
』

以
来
の
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
②
で
は
、
そ
の
よ
う
な
配

列
が
可
能
で
あ

っ
て
も
、
「作
者
の
人
膿
」
に
よ

っ
て
は
、
並
び
難
い

場
合
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
「作
者
の
人
鵠
」
と
は
、
後
に

「
雲
客
」

と
し
、
「人
證

・
官
途

・
加
階
」
と
す
る
よ
う
に
、
作
者
の
出
自
や
身

分
の
こ
と
を
指
す
。
そ
の
よ
う
な
作
者
身
分
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
配
列

の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
、
③
の

（
ア
）
か
ら

（ウ
）
で
は
、
「御
製
の



そ
ば
」
を
対
象
と
し
、
（
ア
）
在
俗
男
性
、
（イ
）
僧
侶
、
（ウ
）
女
性
の

各
配
列
基
準
を
記
述
し
て
い
る
が
、
Ｔ

）
で
は
、
こ
の
よ
う
な
配
列

は
、
御
製
の
み
で
は
な
く
、
摂
政

。
三
公

・
親
王
な
ど
に
も
、
お
よ
そ

適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
③
の
よ
う
な
配
列
基
準
が
採
用
さ
れ
れ

ば
、
必
然
的

に
、
全
体

に
お
い
て
は
④

の
よ
う
に
、
「下
薦
」
か
ら

「上
薦
」

へ
、
そ
し
て
ま
た

「上
薦
」
か
ら

「
下
薦
」

へ
と
い
っ
た
身

分
階
段
状
の
配
列
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

②
か
ら
④
に
述

べ
ら
れ
た
よ
う
な
配
列
法
を
、
本
稿
に
お
い
て
は

「身
分
序
列
的
配
列
」
と
称
し
て
お
く
が
、
こ
の

『
愚
秘
抄
』
の
記
述

に
触
れ
た
論
考
に
、
佐
々
木
孝
浩

「後
嵯
峨
院
歌
壇
に
お
け
る
後
鳥
羽

院
の
影
響
―
人
麿
影
供
と
反
御
子
左
派
の
活
動
を
め
ぐ

っ
て
―
」
が
あ

Ｚつ
。佐

々
木
氏
は

『
愚
秘
抄
』
の
当
該
箇
所
を
引
用
し
、
「
こ
の
様
な
事

柄
は
当
時

（『続
古
今
集
』
編
纂
の
頃
一引
用
者
注
）
既
に
問
題
と
さ
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
も
の
の
、
論
の
展
開
上
必
要
な
、

後
嵯
峨
院
政
期
の
勅
撰
集
や
私
撰
集
に
お
け
る
、
後
鳥
羽
院
御
製
と
後

嵯
峨
院
な
ど
の
御
製
と
の
意
識
的
な
隣
接
箇
所
の
多
さ
を
指
摘
さ
れ
た

に
留
ま
る
。

し
か
し
、
こ
の

『
愚
秘
抄
』
故
実
の
重
要
性
は
、
「
身
分
序
列
的
配

列
」
が

「御
製
の
そ
ば
」
の
み
で
は
な
く
集
全
体
、
広
範
な
身
分
に
お

い
て
、
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
必
ず
し
も

御
製
に
の
み
関
心
を
向
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の

『
愚
秘
抄
』
の
故
実
を
念
頭
に
、
ま
ず

「上
薦
」
の
頂
点

で
あ
る

「御
製
」
に
隣
接
す
る
歌
人

（「御
製
の
そ

ば
し

を
考
察
し
、
次
い
で

「
下
薦
」
に
あ
た
る
歌
人
等
の
配
列
を
見

る
こ
と
に
よ
り
、
鎌
倉
期
勅
撰
集
に
お
け
る

「身
分
序
列
的
配
列
」
の

様
相
を
探

っ
て
ゆ
き
た
い
。

一
上

一　
鎌
倉
期
勅
撰
集
に
お
け
る

「御
製
の
そ
ば
」
概
観

『
愚
秘
抄
』
の
配
列
故
実
を
も
と
と
し
て
、
『新
勅
撰
集
』
か
ら

『
風

雅
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
に
お
い
て
、
御
製
に
隣
接
す
る
歌
人
を
身
分
別

に
分
類
し
、
そ
の
箇
所
数
を
示
し
た
の
が
、
次
頁
の

《表
１
》
で
あ
る
。

以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
、
特
に
示
さ
な
い
限
り
全
て

《表
１
》
の
分

類
を
基
準
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。

《表
１
》
に
お
い
て
は
、
「歴
史
的
配
列
」
の
傾
向
を
考
慮
に
入
れ
、

ま
た
象
徴
的
な
意
味
で
少
数
入
集
す
る
古
代
の
天
皇
御
製
を
除
く
た
め
、

『新
勅
撰
集
』
以
降
の
勅
撰
集
に
お
い
て
、
入
集
歌
数
も
多
く
、
議
論

の
対
象
と
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
、
後
鳥
羽
院
以
降
の
御
製
を
そ

の
調
査
対
象
と
し
た
。
箇
所
数
を
数
え
る
に
際
し
、
御
製
が
贈
答
歌
で

あ
る
場
合
は
、
そ
の
贈
答
二
首
を

一
組
と
考
え
て
そ
の
左
右
を
採
り
、

御
製
が
贈
答
歌
に
隣
接
す
る
場
合
は
、
他
と
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
隣
接
す

る
作
者
を
採

っ
た
。
そ
の
他
の
注
意
点
に
つ
い
て
は
表
の
左
に

「表

注
」
と
し
て
示
し
た
。
「御
子
左
家
」
及
び

「歌
道
家

・
撰
者
」
を
他

の
歌
人
か
ら
区
別
し
た
の
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
撰
者
の
家
で
あ

る
御
子
左
家
や
飛
鳥
井

。
六
条

（九
条
）
の
両
歌
道
家
が
、
歌
道
に
関

し
て
通
常
の
身
分
序
列
を
越
え
る
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
は
推
測
で
き
る



新
勅
撰
集

続
後
撰
集

続
古
今
集

続
拾
遺
集

新
後
撰
集

玉
葉
集

続
千
載
集

翁
注
↓

続
後
拾
遺
集

風
雅
集

項
目

歌
集
名

28710818519314210318795 5
御
製
歌

数

9614578561
巻
頭

・

巻
軸

118 37 76 47 44 6 87 18 0
御
製

男

性

歌

人

22 10 20 12 12 5 18 4  0
親
王

。

法
親
王

105 49 104 88 98 90 104 81 5

公
卿

1913111261027120
公
卿
未

満

74 40 65 74 46 34 31 19 3
御
子
左

家（表
注
１
）

30 14 16 20 16 21 49 16  1
歌
道
家

・
撰
者

（表
注
２
）

38 11 20 21 20 9 13 9  0
僧
侶

156 23 36 101 27 21 36 21 0
人 女

性
歌

3138682440
読
人
不

知
他

《表
１
》
鎌
倉
期
勅
撰
集
に
お
け
る
御
製

（後
鳥
羽
院
以
降
）
に
隣
接
す
る
歌
人
の
身
分
分
布

（表
注
１
）

「御
子
左
家
」
は
長
家
以
降
と
し
、
女
性

・
僧
侶

・
猶
子
を
含
め
た
。

（表
注
２
）

「歌
道
家

・
撰
者
」
は
、
歌
道
家
は
六
条

〈九
条
）
家

（顕
輔
以
降

・
顕
昭
を
含
む
）

は
、
九
条
基
家

・
藤
原
光
俊

（真
観
）
を
加
え
た
。

（表
注
３
）

後
宇
多
院
に
よ
る
長
歌
と
反
歌

（七
〇
五

・
七
〇
六
）
を

一
対
と
し
て
扱

っ
た
た
め
、

飛
鳥
井
家

（頼
輔
以
降
）
と
し
、
撰
者
は
八
代
集
の
撰
者
及
び
、
「続
古
今
集
』
以
降

実
際
よ
り

一
首
減
っ
て
い
る
。

こ
と
で
あ
り
、
歌
道
家
以
外
の
出
身
で
あ
れ
、
撰
者
と
な
っ
た
人
物
は
、

同
時
代
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
の
後
に
お
い
て
も
歌
道
堪
能
と
認
め
ら

れ
う
る
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
。

そ
れ
で
は
、
以
下

《表
１
》
に
即
し
て
各
身
分
別
に

「
御
製

の
そ

ば
」
を
概
観
し
て
ゆ
き
た
い
。

①
　
在
俗
男
性

ま
ず
在
俗
男
性
歌
人
で
あ
る
。
既
に
十
三
代
集
の
歌
人
構
成
に
つ
い

て
は
、
深
津
睦
夫
氏
に
よ
り
詳
細
な
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
深
津

氏
に
よ
る
と
、
在
俗
男
性
歌
人
は
歌
数
に
お
い
て
も
歌
人
数
に
お
い
て
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も
全
体
の
約
六
割
前
後
を
占
め
て
お
り
、
入
集
歌
人
の
主
要
部
分
と
言

え
る
。
ま
た

「御
製
の
そ
ば
に
雲
客
以
下
の
輩
を
入
る
べ
か
ら
ず
」
と

い
う

『
愚
秘
抄
』
故
実
の
主
な
対
象
が
、
在
俗
男
性
歌
人
で
あ
る
こ
と

も
確
か
で
あ
ろ
う
。

『
愚
秘
抄
』
故
実
で
は
、
ロ
ム客
」

つ
ま
り
殿
上
人
で
あ
る
こ
と
が

「御
製
の
そ
ば
」
に
並
べ
る
こ
と
の
許
容
基
準
と
な
っ
て
い
る
が
、
《表

１
》
で
は

「公
卿
」
と

「
公
卿
未
満
」
に
分
類
し
た
。
勅
撰
集
の
作
者

表
記
を
考
え
る
と
き
、
官
位

。
官
職
名
が
示
さ
れ
る
公
卿
と

「朝
臣
」

（四
位
）
や
無
表
記

（五
位
以
下
）
で
示
さ
れ
る
公
卿
未
満
と
の
間
に
大

き
な
溝
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
公
卿
未
満
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「御
製
の
そ
ば
」
を
許
さ
れ
る
歌
人
の
条
件
を
考
察
す
る
た
め
で
あ
る
。

「
公
卿
」
歌
人
の
内
訳
と
し
て
、
《表
２
》
と
し
て

「大
臣
以
上
」
と

「大
臣
未
満
」
に
分
類
し
た
表
を
下
に
挙
げ
た
。
数
値
上
の
は

っ
き
り

と
し
た
格
差
の
見
ら
れ
な
い
集
も
あ
り
、
ま
た

『
風
雅
集
』
の
よ
う
に

「大
臣
未
満
」
の
多
い
集
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ

「大
臣
以
上
」
が
過
半
を

占
め
て
い
る
と
言

っ
て
良
い
。

「次
第
に
下
藤
に
下
れ
ば
い
く
ら
も
並
べ
下
し
て
又
上
薦

へ
並
べ
昇

る
べ
し
」
と

『
愚
秘
抄
』
は
述
べ
る
が
、
た
と
え
こ
の
故
実
が
、
実
際

の
勅
撰
集
編
纂
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、

完
全
に
そ
れ
に
従
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
摂
関
か
ら
非
参
議
三
位

ま
で
と
身
分
の
懸
隔
は
大
き
い
も
の
の
、
公
卿
層
が
勅
撰
集
に
お
け
る

上
級
階
層
と
し
て

「御
製
」
に
隣
接
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
と
見

て
良
い
だ
ろ
う
。
で
あ
れ
ば
、
御
製
同
士
や
法
親
王
や
親
王
と
い
っ
た

皇
親
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
「
公
卿
未
満
」
と
し
た
人
々
で
あ
る
。
数
値
と

し
て
は

「
公
卿
」
よ
り
格
段
に
少
数
で
あ
る
も
の
の
、
皆
無
で
は
な
い
。

彼
ら
は
身
分
序
列
的
配
列
を
考
え
る
上
で
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
存

在
で
あ
り
、
反
対
に
彼
ら
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
勅
撰
集
に
お
け
る
身

分
序
列
的
配
列
の
有
り
様
が
見
え
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
頁

の

《表
３
》
に

「
公
卿
未
満
」
と
し
た
歌
人
名
を
全
て
示
し
た

（人
名

は
箇
所
数
順
、
同
数
の
場
合
は
順
不
同
。
以
下
同
様
）。
《表
３
》
に
お
い
て

波
線
を
付
し
た
の
は
所
謂

「武
士
歌
人
」
で
あ
る
。

《表
３
》
に
挙
げ
た
歌
人
た
ち
に
は
幾

つ
か
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

先
ず
第

一
に
、
古
歌
人
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
《表
３
》
で
は
、
『
新

《表
２
》
御
製
に
隣
接
す
る
公
卿
歌
人
の
内
訳

新
勅
撰
集

続
後
撰
集

続
古
今
集

続
拾
遺
集

新
後
撰
集

玉
葉
集

続
千
載
集

続
後
拾
遺
集

風
雅
集

39245761514757554
大
臣
以
上

66 25 46 27 47 43 47 26 1

大
臣
未
満



風
雅
集

続
後
拾
遺
集

続
千
載
集

玉
葉
集

新
後
撰
集

続
拾
遺
集

続
古
今
集

続
後
撰
集

歌
集
名

【
‐６
／
‐９
】
人
麿
２

●
目
旧
囲
旧
旧
□

・
藤
原
隆
祐
２

●
藤
原
興
風

・
壬
生
忠
見

・
藤
原
道
信

・
源
信
明

・
祝
部
成
仲

・
減
籠
■

・
■
嵐
虜

・
減
鸞

行

・
北
条
貞
時

・
荒
木
田
氏
之

・
惟
宗
光
吉

・
藤
原
定
宗

・
足
利
義
詮

【
‐０
／
‐３
】
人
麿
２

●
藤
原
基
俊
２

ｏ
国
旧
圏
囲
園
□

・
赤
人

・
坂
上
是
則

。
在
原
棟
梁

・
源
宗
千

・
藤
原
相
如

。
藤
原
兼
房

・
囲
闇
四
囲
□

【
１０
／
１１
】
園
旧
旧
□
園
□

。
人
麿

。
藤
原
興
風

・
藤
原
実
方

・
藤
原
範
永

・
藤
原
顕
綱

・
藤
原
顕
仲

・
藤
原
基
俊

。
中
原
師
員

。
世
尊
寺
行
房

・藤
原
道
信

・
藤
原
顕
綱

。
藤
原
基
俊

・
北
条
泉
ョ

。
世
尊
寺
定
成

。
国
闇
四
回
□

・
藤
原
永
光

・

【
‐１
／
‐２
】
人
麿
２

・
大
中
臣
頼
基

・
源
公
忠

・

北
条
貞
時

【
３
／
６
】
□
旧
圏
旧
日
Ш
。
藤
原
基
俊

。
日
闇
闇
旧
□

【
９
／
１０
】
藤
原
隆
祐
２

●
藤
原
範
永

・
藤
原
実
方

・
平
忠
盛

・
源
具
親

・
囲
闇
旧
□
困

・
菅
原
在
匡

。
国
闇
囲
旧
□

上
回
旧
田
囲
幽

【
２０
／
２７
】

。
人
麿
３

●
平
兼
盛
２

●
藤
原
隆
祐
２

赤
人

・
藤
原
元
真

・
坂
上
是
則

・
藤
原
顕
仲

・
藤
原
基
俊

・
源
師
光

。
源
光

大
江
頼
重

。
藤
原
則
俊

・
荒
木
田
延
季

・
源
兼
康

行

・
賀
茂
季
保

・
北
条
泰
時

・
卜
部
兼
直

・
藤
原
伊
長

・
源
具
氏

【
６
／
１２
】
藤
原
基
俊
４

・
囲
旧
圏
旧
日
Ш

・
藤
原
実
方

・
源
道
済

・
曾
禰
好
忠

・
藤
原
清
範

【人
数
／
隣
接
箇
所
数
】
公
卿
未
満
歌
人
名

《
表
３
》
御
製
に
隣
接
す
る

「
公
卿
未
満
」
歌
人
の
情
況

古
今
集
』
ま
で
の
初
出
歌
人
を
ゴ
シ
ッ
ク
太
字
で
示
し
た
。
「古
人
の

中
に
も
心
あ
る
べ
き
に
や
」
と

『
愚
秘
抄
』
は
述
べ
、
赤
人
や
人
丸
を

「御
製
の
そ
ば
」
を
許
さ
れ
る
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、

両
名
以
外
に
も
、
実
方

。
好
忠
等
平
安
中
期
の
、
ま
た
基
俊

。
顕
仲
等

平
安
後
期
、
院
政
期
の
著
名
歌
人
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
こ
に
見
え
て
い

る
歌
人
の
大
部
分
は
、
『新
古
今
集
』
以
降
に
お
い
て
も
相
応
の
扱
い

を
受
け
て
お
り
、
専
門
歌
人
の
身
分
が
相
対
的
に
低
位
で
あ

っ
た
平
安

期
ま
で
の
著
名
歌
人
に
対
し
て
は
、
そ
の
身
分
的
拘
束
を
弱
め
ざ
る
を

得
な
か

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
「歌
道
家

。
撰
者
」
の
項
目
に
含
ま
れ

る
た
め
、
《表
３
》
に
は
示
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
過
去
の
勅
撰
集

撰
者
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
貫
之

・
俊
頼
な
ど
卑
官
の
者
も
多
い

平
安
期
勅
撰
集
撰
者
は
、
「
御
製
の
そ
ば
」
に
し
ば
し
ば
並
べ
ら
れ
て

い
る
。

次

に
、
『
新
勅
撰
集
』
以
降

の
初
出
歌
人

で
あ
り
な
が
ら
、
鎌
倉
期



に
お
い
て
は
、
重
代
の
勅
撰
集
作
者
と
し
て
比
較
的
優
遇
さ
れ
た
人
々

で
あ
る
。

《表
３
》
に
お
い
て
四
角
で
囲

っ
た
歌
人
は
、
《参
考
系
図
》
に
示
し

た
法
性
寺
家
の
歌
人
た
ち
で
あ
る
。

《
参
考
系
図
》
法
性
寺
家
略
系
図

隆

信

継
―
―
回
旧
］―
―
為
信
―
上
園
目
日
国
】

壁
門
院
少
将

内
侍

将
内
侍

こ
の
家
系
の
祖
に
あ
た
る
隆
信
や
信
実
は
、
著
名
な
歌
人
で
あ

っ
た

が
、
家
格
と
し
て
は
、
信
実
の
代
ま
で
正
四
位
ど
ま
り
と
停
滞
し
て
い

た
。
そ
れ
が
、
為
継
に
至

っ
て
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

歌
壇
活
動
に
お
い
て
も
、
『
新
古
今
集
』
に
お
い
て
は
、
隆
信
三
首
、

信
実
入
集
な
し
と
不
遇
で
あ

っ
た
も
の
の
、
『
新
勅
撰
集
』
以
後
に
お

い
て
は
高
く
評
価
さ
れ
、
「為
家
卿
続
古
今
和
歌
集
撰
進
覚
書
」
に
お

い
て
、
為
家
は
信
実
を

「重
代
堪
能
先
達
」
と
評
し
て
い
る
。
伊
信
と

庶
流
で
あ
る
為
綱

（父
隆
範
は
勅
撰
集
歌
人
で
は
な
い
）
と
を
除
け
ば
、

為
継
以
降
、
順
調
に
従
三
位
に
昇

っ
て
お
り
、
《表
３
》
に
現
れ
る
の

は
、
彼
ら
の
昇
進
が
遅
く
、
撰
集
時
に
公
卿
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
た

め
で
あ
る
。

つ
い
で

『続
古
今
集
』
・
『
風
雅
集
』
に
藤
原
隆
祐
が
見
え
る
が
、
隆

祐
は

『新
古
今
集
』
撰
者
で
あ
る
家
隆
の
男
で
、
家
隆
と
と
も
に
承
久

の
乱
後
も
後
鳥
羽
院
寄
り
の
姿
勢
を
示
し
、
『
新
勅
撰
集
』
に
お
い
て

も
僅
か
二
首
し
か
入
集
せ
ず
不
遇
に
終

っ
た
歌
人
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
『
続
後
撰
集
』
に
四
首
、
『続
古
今
集
』
に
六
首
が
入
集
し
、
以

後
の
勅
撰
集
に
お
い
て
も
、
あ
る
程
度
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
を
考

え
る
と
、
重
代
の
歌
人
と
し
て
そ
れ
な
り
の
評
価
を
受
け
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

法
性
寺
家
歌
人
及
び
隆
祐
の
例
を
参
照
す
る
と
、
『新
勅
撰
集
』
以

後
の
当
代
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
歌
人
の
う
ち
、
公
卿
に
達
せ
ず
と
も

「御
製
の
そ
ば
」
を
許
さ
れ
る
人
物
の
条
件
は
、
重
代
の
勅
撰
集
歌
人

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
少
な
く
と
も
公
卿
に
昇
進
し
う
る
出
自
で
あ
る
こ

と
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
定
成

。

行
房

・
定
宗
が
挙
げ
ら
れ
る
。

『
玉
葉
集
』
に
見
え
て
い
る
世
尊
寺
定
成
は
、
下
命
者
伏
見
院
に
春

宮
時
代
か
ら
近
侍
し
、
前
期
京
極
派
の
歌
壇
活
動
を
担

っ
た

一
人
で
あ

り
、
能
書
と
し
て

『
玉
葉
集
』
の

「
正
本
」
を
清
書
し
た
と
さ
れ
る
。

彼
は
、
『
玉
葉
集
』
撰
進
以
前
の
永
仁
八

に
８

年
に
正
四
位
下
左
馬
頭

を
極
官
と
し
て
没
し
て
お
り
、
鹿
目
俊
彦
氏
は
、
そ
の
没
年
を
四
十
五

歳
～
九
歳
と
し
て
い
る
が
、
昇
進
の
遅
い
の
は
嫡
系
で
は
な
い
た
め
で

あ
り
、
第
二
次
伏
見
院
政
期
ま
で
生
き
な
が
ら
え
た
な
ら
ば
、
非
参
議

三
位
と
し
て
公
卿
に
到
達
し
得
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
『続
千
載
集
』
に
見
え
て
い
る
世
尊
寺
行
房
は
、
定
成
の
甥

に
当
り
、
定
成
の
兄
経
ヂ
男
。
後
醍
醐
天
皇
の
側
近
と
し
て
活
躍
し
、

隠
岐

へ
の
配
流
に
も
従

っ
て
い
る
。
最
期
は
延
元
二
年

（北
朝
建
武
四

年
）
二
月
に
越
前
金

ヶ
崎
城
陥
落
の
際
、
尊
良
親
王
、
新
田
義
顕
等
と

共
に
陣
没
し
た

（『太
平
記
し
。
歌
歴
と
し
て
は
、
典
型
的
な
二
条
派
歌

人
で
あ
り
、
為
世
主
催
の
歌
合
や
大
覚
寺
統
に
よ
る
歌
行
事
に
そ
の
名

が
よ
く
見
え
て
い
る
。
行
房
も
ま
た
公
卿
に
昇
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、

撰
集
当
時
の
天
皇

へ
近
侍
し

つ
つ
、
将
来
公
卿

へ
昇
る
可
能
性
を
持

っ

た
中
級
の
廷
臣
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
定
成

。
行
房
の
属
す
る
世

尊
寺
流
の
代
々
も
、
行
能

（新
古
今
初
出
）、
経
朝

（続
後
撰
初
出
）、
経

ヂ

（新
後
撰
初
出
）
と
勅
撰
集
入
集
を
重
ね
て
お
り
、
重
代
の
歌
人
と

認
め
ら
れ
る
。

『
風
雅
集
』
に
見
え
る
藤
原
定
宗
は
、
中
山
忠
親
の
末
、
正
三
位
参

議
家
親
男
で
あ
り
、
後
期
京
極
派
歌
壇
に
お
い
て
活
躍
し
た
歌
人
で
も

あ
る
。
父
家
親
も
前
期
京
極
派
歌
壇
で
活
躍
し
、
『
玉
葉
集
』
に
九
首

入
集
し
て
お
り
、
定
宗
を
重
代

の
歌
人
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。

『
風
雅
集
』
撰
集
当
時

（貞
和
三
８
ふ
年
）
は
三
十
歳
で
、
未
だ
四
位

に
あ

っ
た
も
の
の
、
観
応
元

〓
２

年
に
は
従
三
位
参
議
と
な
り
、
後

に
従
二
位
権
中
納
言
ま
で
進
ん
で
い
る

（『公
卿
補
任
し
。
定
宗
の
場
合
、

昇
進
は
比
較
的
早
い
も
の
の
、
撰
集
当
時
未
だ
若
く
、
公
卿
に
届
い
て

い
な
か

っ
た
こ
と
が
、
《表
３
》
に
見
え
る
理
由
で
あ
る
。

以
上
、
「
公
卿
未
満
」
の
内
、
お
よ
そ

『新
古
今
集
』
初
出
以
前
の

歌
道
堪
能
な
古
歌
人
や
、
重
代
で
公
卿
昇
進
の
可
能
性
を
持

つ
歌
人
な

ど
は
、
比
較
的
低
位
で
も

「御
製
の
そ
ば
」
を
許
さ
れ
た
歌
人
で
あ

っ

た
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
人
を
除
け
ば
、
例
外
と
な
る
人
物
は

極
め
て
少
な
い
。

そ
れ
ら
数
少
な
い
例
外
に
お
い
て
も
、
彼
ら
を
御
製
に
隣
接
さ
せ
た

理
由
の
判
明
す
る
箇
所
が
あ
る
。

【
例
１
】
『
続
後
撰
集
』
「雑
歌
上
」

事
変
り
て
後
、
人
人
に
い
ざ
な
は
れ
て
法
輪
寺
に
詣
で
て

よ
み
侍
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
如
願
法
師

一兄
一　
昔
見
し
嵐
の
山
に
さ
そ
は
れ
て
木
の
葉
の
さ
き
に
ち
る
涙
哉

都
を
遠
く
は
な
れ
て
す
み
侍
り
け
る
神
な
月
の
頃
、
暁
時

雨
を
聞
き
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
藤
原
清
範

一兄
一一　
う
ち
時
雨
れ
猶
お
ど
ろ
か
す
寝
覚
め
か
な
思
ひ
す
て
て
し
故
郷

の
空

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
鳥
羽
院
御
製

一兄
一一一　
夜
を
寒
み
閏
の
ふ
す
ま
の
さ
ゆ
る
に
も
藁
屋
の
風
を
思
ひ
こ
そ

や
れ

【例
１
】
は
、
『続
後
撰
集
』
に
お
い
て
唯

一
例
外
と
考
え
ら
れ
る
、

後
鳥
羽
院
御
製
と
清
範
詠
と
が
隣
接
す
る
箇
所
で
あ
る
。
後
鳥
羽
院
近

臣
で
あ
る
清
範
に
つ
い
て
は
、
田
渕
句
美
子
氏
に
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、

ま
た
掲
出
部
分
の
配
列
に
つ
い
て
も

「流
調
の
後
鳥
羽
院
―

『
続
後
撰

集
』
以
降
の
受
容
―
」
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
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田
渕
氏
は
、
清
範
の
詠
は
後
鳥
羽
院
の
配
所
地
隠
岐
で
の
詠
で
あ
る

可
能
性
が
高
く
、
こ
の
部
分
を
含
む

一
連
の
歌
群

（
一
〇
八
八
番
歌
か

ら

一
〇
九
五
番
歌
）
は

「
承
久
の
乱
に
敗
れ
た
後
鳥
羽
院
と
そ
の
時
代

を
ひ
そ
か
に
追
悼
す
る
歌
群
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。　
一
〇
九
二
番
歌
、

後
鳥
羽
院
御
製
自
体
は
、
承
久
の
乱
以
前
の
詠
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
前

に
、
如
願

（秀
能
）
。
清
範
と
、
承
久
の
乱
後
の
後
鳥
羽
院
近
臣
の
述

懐
詠
を
並
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
後
鳥
羽
院
の
悲
運
を
そ
れ
と
な
く
示
し

つ
つ
、
同
情
を
寄
せ
る
配
列
と
な

っ
て
い
る
。
如
願

。
清
範
の
詠
歌
は
、

明
示
す
る
こ
と
の
避
け
ら
れ
た
後
鳥
羽
院
が
置
か
れ
た
立
場
を
朧
化
し

て
示
す
た
め
の
、
言
わ
ば

「
詞
書
」
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
例
外
の
少
な
い

『続
後
撰
集
』
に
お
い
て
、
あ
え
て

後
鳥
羽
院
御
製
と
清
範
詠
と
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
撰
者
為
家
に

よ
る
、
こ
の
よ
う
な
意
識
的
な
配
列
の
結
果
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

理
由
を
付
け
て
ゆ
け
ば
切
り
の
な
い
こ
と
な
の
で
、
以
上
で
留
め
て

お
く
と
、
『
続
古
今
集
』
。
『
玉
葉
集
』
・
『
風
雅
集
』
に
若
干
例
外
と
な

る
箇
所
が
多
い
も
の
の
、
御
製
の
総
数
と
比
し
て
そ
の
数
は
極
め
て
少

な
く
、
古
歌
人
及
び
重
代
の
中
級
廷
臣
歌
人
を
除
く
、
「公
卿
未
満
」

の
歌
人
は
、
御
製
と
隣
接
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り

「御
製

の
そ
ば
」
を
許
さ
れ
な
か

っ
た
の
は
、
所
謂

「地

下
」
の
階
層
に
属
す
る
歌
人
達
で
あ
り
、
里
〓客
以
下
の
輩
を
御
製
の

そ
ば
に
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
す
る

『
愚
秘
抄
』
の
故
実
は
、
実
際
の
勅

撰
集
に
お
い
て
も
、
あ
る
程
度
意
識
さ
れ
て
い
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
　
ま
た
、
例
外
の
多
い
三
集
は
、
定
家

。
為
家
以
下
の
御
子
左

家
嫡
系
で
あ
る
二
条
家
以
外
の
人
物
が
撰
者
と
な

っ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
故
実
が
、
二
条
家
に
お
け
る
撰
集
に
お
い
て
よ
り
強
く
意

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
愚
秘
抄
』
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
注
意

さ
れ
る
。②

　
僧
侶

次
に
僧
侶
歌
人
で
あ
る
が
、
『
愚
秘
抄
』
に
お
い
て
は
、
「僧
な
ど
も

殊
に
心
得
て
、
其
人
の
健
を
分
別
し
て
な
ら
べ
奉
る
べ
き
也
」
と
さ
れ

て
い
る
。
「其
人
の
證
」
が
身
分

・
出
自
で
あ
る
こ
と
は
、
在
俗
男
性

歌
人
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

《表
４
》
に
、
僧
侶
歌
人
の
身
分
分
類
と
御
製
に
隣
接
す
る
歌
人
の

一
覧
を
示
し
た
。
「僧
正
未
満
」
と

「
そ
の
他
」
に
関
し
て
は
、
そ
の

称
号
も
示
し
て
あ
る
。

身
分
序
列
と
い
う
意
味
で
は
、
僧
位

。
僧
官
を
も

つ
者
が
上
位
に
あ

り
、
そ
の
下
位
に

「法
師
」
が
あ
り
、
そ
の
他
の
称
号
は
、
そ
の
範
囲

に
収
ま
ら
な
い
人
物
で
あ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

僧
官

。
僧
位
で
示
さ
れ
る
人
物
を

「僧
正
以
上
」
と
そ
れ
以
下
と
で

分
類
す
れ
ば
、
「御
製
の
そ
ば
」
に
は
僧
正
位
を
持

つ
人
物
が
多
く
、

そ
れ
以
下
の
人
物
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
僧
位

。
僧
官
を
持

た
ず
、
本
来
武
士
階
級
な
ど
と
同
様
、
比
較
的
下
級
階
層
に
属
す
る

人
々
で
あ
る

「法
師
」
も
ご
く
少
数
で
あ
る
。

勅
撰
集
に
お
い
て

「法
師
」
と
号
さ
れ
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
山
下



《
表
４
》
「御
製
」
に
隣
接
す
る
僧
侶
歌
人
の
地
位
分
布

風
雅
集

続
後
拾
遺
集

続
千
載
集

玉
葉
集

新
後
撰
集

続
拾
遺
集

続
古
今
集

続
後
撰
集

歌
集
名

【
２‐
】
慈
円
８

ｏ
道
玄
３

●
覚
実
２

覚
円

。
隆
勝

。
良
海

。
慈
順

・
全
玄

慈
快

。
道
意

。
道
昭

【
９
】
道
性
２

●
遍
昭

。
行
尊

。
慈

円

。
道
玄

・
範
慶

・
慈
慶

・
道
意

【
‐５
】
禅
助
３

●
慈
円
２

●
道
玄
２

公
朝

・
覚
円

。
実
伊

・
雲
雅

・
範
憲

仁
澄

・
良
信

・
行
意

【
‐４
】
慈
円
６

●
道
潤
２

●
仁
澄

・
守

誉

・
範
憲

・
憲
淳

・
源
恵

。
実
伊

【
‐４
】
道
玄
５

●
禅
助

・
公
朝

・
良

覚

・
隆
弁

。
公
什

・
聖
忠

・
道
性

・
公

豪

・
源
恵

弊Ξ
慈
円
３

●
公
豪
２

●
道
玄
２

●

【
５
】
行
意
３

●
慈
恵

・
慈
円

【
７
】
慈
円
６

●
行
意

（権
）
僧
正
以
上

【
２
】
法
印
澄
憲

。
権
律

師
慈
成

【
１
】
権
大
僧
都
公
順

【
２
】
法
眼
行
済

・
法
印

道
我

【
１
】
法
印
円
伊

【
１
】
法
印
公
紹

【
ｎυ
】

【
１
】
僧
都
玄
賓

【
ｎυ
】 （権

）
僧
正
未
満

【
６
】
西

行

３

●
如

願

２

●
俊
恵

【
１
】
安
法

【
２
】
西
行

・
長
円

【
６
】
○
俊
恵
３

●
西
行

２

・
盛
弘

【
３
】
西
行

。
如
願

・
寂

蓮 【
１
】
良
遅

【
６
】
寂
蓮
３

●
能
因

西
行

・
素
遅

【
１
】
蓮
阿

法

　

師

【
５
】
慶
政
５

【
ｎυ
】

【
ハυ
】

【
ｎυ
】

【
２
】
了
然

。
湛

空 【
ハＶ
】

【
１
】
嗜
空

【
１
】
貞
慶

上
　
　
人

【
ι

仏

国

禅

師

２

・
夢
窓
国
師
２

【
ｎυ
】

【
１
】
弘
法
大
師

【
ｎｖ
】

【
ｎυ
】

【
ｎｖ
】

【
ｎυ
】

【
ｎυ
】

そ
の
他
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正
治
氏
に
考
察
が
あ
る
が
、
鎌
倉
期
勅
撰
集
に
お
い
て
決
し
て
少
数
で

あ

っ
た
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
武
士
歌
人
等
と
同
様
に
増
加
傾
向
に

あ

っ
た
と
い
っ
て
良
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
御
製
と
並
べ
ら
れ
て
い
る

箇
所
は
ご
く
少
数
で
あ
り
、
ま
た
西
行

・
寂
蓮

。
俊
恵
な
ど
歌
道
堪
能

と
見
ら
れ
る
人
物
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

例
外
と
な
る
の
は

『
続
後
撰
集
』
に
お
け
る
蓮
阿

（
〓
一
一
四
番
歌
、

順
徳
院
御
製
に
隣
接
）、
『
続
古
今
集
』
の
素
遅

（八
七
四
番
歌
、
順
徳
院

御
製
に
隣
接
）、
『
玉
葉
集
』
の
盛
弘

（二
七
〇
六
番
歌
、
後
鳥
羽
院
御
製
に

隣
接
）、
『続
千
載
集
』
の
長
円

（四
六
二
番
歌
、
後
宇
多
院
御
製
に
隣
接
）

程
度
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
蓮
阿

。
盛
弘

。
長
円
は
、
勅
撰
集
で
は
当
該

箇
所

一
首
の
み
の
入
集
で
あ
る
。
素
遅
は
、
俗
名
東
胤
行
、
『
続
後
撰

集
』
以
後
に
三
二
首
、
『続
古
今
集
』
に
は
五
首
入
集
し
、
武
士
階
級

出
身
で
は
有
力
歌
人
で
あ
る
。
『
続
古
今
集
』
は
、
比
較
的
例
外
の
多

い
撰
集
で
あ
る
と
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
武
士
歌
人
が
御
製
と
隣
接
す

る
例
は
多
く

（《表
３
》
波
線
及
び

《表
７
》
参
照
）、
素
遅
も
同
様
の
傾

向
に
含
め
ら
れ
る
。
素
遅
等
が

「
御
製
の
そ
ば
」
を
許
さ
れ
た
理
由
は
、

具
体
的
な
配
列
を
検
討
し
て
も
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
り
、
例
外
と
し

て
扱
う
以
外
に
な
い
。
こ
の
う
ち
長
円
に
つ
い
て
は
、
コ
証
人
不
知
」

と
す
る
諸
本
も
多
く
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
④
読
人
不
知
に
お
い
て

触
れ
る
。

「法
師
」
歌
人
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
そ
の
多
さ
に
も
関
わ
ら
ず
、

「御
製
の
そ
ば
」
に
並
べ
ら
れ
た
例
は
ご
く
少
数
で
あ
り
、
在
俗
男
子

と
同
様
に
、
僧
侶
歌
人
に
お
い
て
も
、
身
分
的
な
配
慮
が

「御
製
の
そ

ば
」
に
働
い
て
い
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

③
　
女
性

女
性
歌
人
は
、
『
愚
秘
抄
』
に
お
い
て
は
、
「女
の
歌
は
憚
る
べ
か
ら

ざ
る
事
也
。
そ
れ
も
又
心
あ
る
べ
し
。
女
も
名
人
を
御
製
の
そ
ば
に
な

ら
べ
奉
る
べ
し
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
男
性
や
僧
侶
に
比
べ
、
「名
人
」

で
あ
る
こ
と
を
隣
接
条
件
と
し
て
お
り
、
身
分
に
よ
る
分
類
で
は
な
い
。

そ
れ
は
男
性
中
心
の
身
分
秩
序
の
中
に
女
性
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い

こ
と
が
要
因
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
朝
廷
の
公
的
な
歌
会

・
歌
合
に
お
い

て
も
、
女
性
歌
人
の
位
置
づ
け
は
男
性
歌
人
に
比
べ
て
流
動
的
で
あ
り
、

男
性
の
身
分
秩
序
の
中
に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
。

《表
１
》
を
見
る
と
、
他
の
撰
集
に
比
し
て

『
玉
葉
集
』
・
『
風
雅
集
』

の
京
極
派
撰
集
に
お
い
て
、
極
端
に
女
性
歌
人
の
箇
所
数
が
増
え
て
い

る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
京
極
派
歌
人
に
女
性
が
多
く
、
同
時
に

京
極
派
撰
集
に
女
性
歌
人
の
入
集
歌
数
が
多
い
こ
と
に
由
来
す
る
と
思

わ
れ
る
が
、
京
極
派
撰
集
に
お
け
る
御
製
と
そ
の
周
辺
配
列
に
つ
い
て

は
、
別
稿
を
用
意
す
る
こ
と
と
し
、
今
は
扱
わ
な
い
。

④
　
一証
人
不
知

《表
１
》
に
お
い
て

「読
人
不
知
他
」
と
し
た
総
箇
所
数
は
四
十
八
。

こ
の
う
ち

『
風
雅
集
』
「神
祇
」
二

一
〇
九
番
歌

（伏
見
院
御
製
と
隣

接
）
は
、
和
泉
式
部
が
熊
野
に
参
詣
し
た
際
の
夢
告
の
詠
で
あ
る
か
ら

除
く
と
し
て
、
読
人
不
知
詠
の
隣
接
は
四
十
七
箇
所
で
あ
る
。
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勅
撰
集
に
お
け
る

「読
人
不
知
」
に
関
し
て
は
、
早
く

『
袋
草
子
』

に
も
言
及
が
あ
り
、
中
世
勅
撰
集
に
お
け
る
読
人
不
知
詠
に
関
す
る
先

行
研
究
に
も
、
上
條
彰
次
氏
や
松
村
雄
二
氏
の
も
の
が
あ
る
が
、
鎌
倉

期
以
降
の
勅
撰
集
に
お
け
る

「読
人
不
知
」
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二

つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。

ま
ず
、
①

『
万
葉
集
』
・
『寛
平
御
時
后
宮
歌
合
』
な
ど
古
歌
集

・
歌

合
か
ら
採
ら
れ
、
出
典
は
比
較
的
明
ら
か
で
あ
り
な
が
ら
、
も
と
も
と

作
者
不
明
の
場
合
。
も
う

一
つ
は
、
②
当
代
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
歌

人
詠
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り

「読
人
不
知
」
と
さ
れ
る
、

い
わ
ゆ
る

「隠
名
」
の
場
合
で
あ
る
。
「御
製
の
そ
ば
」
に
読
人
不
知

が
隣
接
す
る
四
十
七
箇
所
の
内
訳
は
、
①
が
二
十
六
箇
所
、
②
は
二
十

一
箇
所
で
あ
る
。

②
に
関
し
て

『
愚
秘
抄
』
群
書
類
従
本
で
は

「読
人
不
知
」
と

「御

製
の
そ
ば
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

又
童
の
歌
を
勅
撰
に
入
る
事
、
俗
名
を
付
て
可
レ
入
な
り
。
又
読

人
不
知
と
て
入
る
事
也
。
昔
は
高
き
人
や
、
又
は
あ
ま
り
に
下
り

果
て
た
る
輩
を
、
読
人
不
知
と
入
れ
け
る
と
か
や
。
又
憚
り
あ
る

人
は
、
読
人
不
知
と
入
る
こ
と
も
侍
り
。
憚
り
と
申
す
は
、
勅
勘

の
人
な
ど
の
こ
と
也
。
ち
か
く
は
凡
卑
の
た
ぐ
ひ
ば
か
り
也
。
又

重
代
な
ら
ぬ
が
初
め
て
入
る
時
、
読
人
不
知
と
て
、
三
度
に
な
れ

ば
名
を
あ
ら
は
さ
る
ゝ
也
。
（中
略
）
烈
卿
郵
ｇ
郷
召
日
「
日
記
尽

べ
知
な
並
ベー
村
ｄ
ａ
と
―ま―
む
嗽
力ゝ―
教
謝
１
を
の‐
櫨
―ま‐
虫
「
ウ
尉
憩

ま
ら
ざ
る
故
に
、
お
ぼ
め
か
し
て
と
い
へ
り
。
そ
れ
は
昔
こ
そ
あ

れ
、
今
は
は
や
読
人
不
知
と
い
は
る
ゝ
は
、
皆
多
分
凡
卑
の
輩
に

限
れ
り
。
自
づ
か
ら
い
み
じ
き
人
の
読
人
不
知
と
入
れ
ら
る
ゝ
さ

へ
、
勅
勘
の
人
な
る
べ
し
。
そ
れ
も
憚
り
あ
る
べ
き
事
な
れ
ば
、

か
た
／
ヽ
然
る
べ
か
ら
ず
や
侍
ら
ん
。

掲
出
し
た
部
分
は
群
書
類
従
本
系
統
に
は
あ
る
も
の
の
、
歌
学
大
系

本
に
は
無
い
部
分
で
あ
る
。
こ
の
記
述
で
は
、
最
終
的
に
は
読
人
不
知

詠
の

「御
製
の
そ
ば
」
を
許
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
実
際
に
は
②

で

あ

っ
て
も

「御
製
の
そ
ば
」
を
許
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
隠
名
に

よ
り

「上
下
の
品
」
を

「
お
ぼ
め
か
す
」
（波
線
部
）、

つ
ま
り

「読
人

不
知
」
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
作
者
の
身
分
が
不
分
明
に
な
り
、
そ
の

秩
序
を
脱
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
見
て
良
い
。

②
の
よ
う
に
隠
名
で
勅
撰
集
に
入
集
す
る
歌
人
は
、
『
愚
秘
抄
』
群

書
類
従
本
が
言
う
よ
う
に
、
大
部
分
、
身
分
上
は

「御
製
の
そ
ば
」
を

許
さ
れ
な
い
低
位
の
も
の

（「凡
卑
の
た
ぐ
ひ
し

で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
彼
ら
の
大
部
分
は
、
資
料
が
残
ら
ず
作
者
未
詳
の
ま
ま
で
あ
る

が
、　
一
部
、
私
家
集

。
私
撰
集
な
ど
に
よ
り
作
者
名
の
判
明
す
る
場
合

が
あ
る
。
②
二
十

一
箇
所
の
う
ち
、
そ
の
よ
う
に
作
者
の
判
明
す
る
の

は
、
以
下
の
四
首
で
あ
る

（矢
印
の
前
に

「読
人
不
知
」
と
し
て
入
集
す

る
勅
撰
集
と
歌
番
号
、
後
に
判
明
す
る
歌
人
名
と
根
拠
と
な
る
私
家
集

。
私
撰

集
と
歌
番
号
を
示
し
た
）。

『続
拾
遺
集
』
「冬
」
四
〇
九
番
歌

（土
御
門
院
と
隣
接
）

↓
　
津
守
国
助

（『津
守
集
』
一
一六
四
番
歌
）
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『新
後
撰
集
』
「恋
二
」
八
八

一
番
歌

（伏
見
院
と
隣
接
）

↓
　
寿
暁

（『津
守
集
』
二
六
八
番
歌
）

『続
千
載
集
』
「雑
上
」

一
六
二
九
番
歌

（後
二
条
院
と
隣
接
）

↓
　
頓
阿

（『草
庵
集
』

一
一
二
四
番
歌
）

『続
後
拾
遺
集
』
「春
下
」

一
三
八
番
歌

（後
二
条
院
に
隣
接
）

↓
　
津
守
国
夏

翁
津
守
集
』
二
六

一
番
歌
）

国
助
は

『続
拾
遺
集
』
に
五
首
、
寿
暁
は

『
新
後
撰
集
』
に

一
首
、

頓
阿
は

『続
千
載
集
』
に
二
首
、
国
夏
は

『
続
後
拾
遺
集
』
に
四
首
入

集
す
る

（何
れ
も
隠
名
を
含
む
）。

国
助

・
頓
阿

。
国
夏
は
、
い
ず
れ
も
二
条
派
の
地
下
歌
人
と
し
て
有

力
な
人
物
で
あ
り
、
国
夏
は

『続
後
拾
遺
集
』
編
纂
に
際
し
て
和
歌
所

の
寄
人
と
な

っ
て
い
る
。
頓
阿
は
、
室
町
期
の
こ
と
で
あ
る
が
、
『新

拾
遺
集
』
編
纂
の
際
、
四
季
部
の
み
を
撰
じ
て
死
没
し
た
二
条
為
明
に

代
わ
り
、
残
り
の
部
分
を
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の

『新
拾
遺
集
』

に
お
い
て
頓
阿
は
十
三
首
入
集
、
う
ち
五
首
が

「読
人
不
知
」
と
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

「雑
下
」

一
八
九
二
番
歌
は
、
後
鳥
羽
院
御
製

と
隣
接
し
て
い
る

（『続
草
庵
集
』
五
三
七
番
歌
と

一
致
）。
前
の
四
例
、

及
び

『
新
拾
遺
集
』
の
頓
阿
の

一
例
は
、
低
位
の
も
の
の
詠
歌
で
あ

っ

て
も
、
「読
人
不
知
」
と
さ
れ
れ
ば
、
身
分
秩
序
を
越
え
て

「御
製
の

そ
ば
」
を
許
さ
れ
た
明
徴
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
名
を
示
し
た
状
態
か
ら
隠
名

へ
と
改
訂
さ
れ
た
可
能
性
の
あ

る
例
も
、
僅
か

一
箇
所
で
あ
る
が
確
認
さ
れ
る
。
『続
千
載
集
』
四
六

二
番
歌

（後
宇
多
院
御
製
と
隣
接
）
は
、
新
編
国
歌
大
観
本

（底
本
は
書

陵
部
蔵
卜
部
兼
右
筆
本
）
で
は

「長
円
法
師
」
と
あ
る
が
、
『続
千
載
集
』

の
諸
本
系
統
を
調
査
し
た
中
條
敦
仁
氏
に
よ
る
と
、
他
の
多
く
の
諸
本

に
お
い
て

「読
人
不
知
」
と
な
っ
て
い
る
。
長
円
は
勅
撰
集
で
は

『続

千
載
集
』
に

一
首
見
え
る
の
み
で
あ
り
、
『続
現
葉
集
』
に

一
首
入
集

曾
一
一
〇
番
歌
）
す
る
こ
と
か
ら
、
二
条
家
周
辺
の

『続
千
載
集
』
編
纂

当
時
現
存
の
歌
人
と
思
し
い
が
、
伝
未
詳
で
あ
る
。
中
條
氏
に
よ
る
と
、

『続
千
載
集
』
に
お
い
て

「
読
人
不
知
」
と
さ
れ
る
場
合
と
名
を
示
す

場
合
と
で
作
者
表
記
に
揺
れ
の
み
え
る
箇
所
は
、
六
箇
所
に
及
ぶ
が
、

長
円
が

「読
人
不
知
」

へ
と
改
訂
さ
れ
た
の
は
、
後
宇
多
院
と
の
隣
接

箇
所
で
あ
る
こ
と
が
、
考
慮
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
僅
か
な
例
で
あ
る
が
、
下
級
歌
人
で
あ

っ
て
も
、
「読
人
不

知
」
と
し
て
入
集
す
る
場
合
は
、
「御
製
の
そ
ば
」
を
許
さ
れ
た
こ
と
、

ま
た
反
対
に

「御
製
の
そ
ば
」
で
あ
る
こ
と
が
、
下
級
歌
人
詠
を

「読

人
不
知
」
と
す
る
要
因
と
な
り
え
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

以
上

『
愚
秘
抄
』
に
添

っ
て

「御
製
の
そ
ば
」
を
各
分
類
別
に
概
観

し
て
き
た
が
、
ま
ず
は

「御
製
」
に
隣
接
す
る
歌
人
に
お
い
て
は
、
凡

そ
そ
の
記
述
に
添

っ
た
身
分
序
列
的
配
列
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て

良
い
だ
ろ
う
。



一
一

「御
製
の
そ
ば
」
遡
上

で
は
、
こ
の
よ
う
な
作
者
の
身
分
を
意
識
し
た
配
列
は
、
い
つ
頃
か

ら
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

『古
今
集
』
以
来
の
普
遍
的

な
故
実
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
平
安
期
の

「御
製
の

そ
ば
」
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
疑
間
に
答
え
て
み
た
い
。

《表
５
》
は
、
『
後
拾
遺
集
』
か
ら

『
新
古
今
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
に

お
け
る
御
製

（円
融
院
以
降
）
と
隣
接
す
る
歌
人
の
身
分
を

《表
１
》

と
同
基
準
で
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

『新
古
今
集
』
以
前
に
お
け
る
御
製
は
、
歌
数
に
お
い
て
も
歌
人
数

に
お
い
て
も
限
定
的
で
あ
る
が
、
《表
５
》
に
示
し
た
よ
う
に

『
詞
花

集
』
ま
で
、
御
製
に
隣
接
す
る
歌
人
に
は
、
公
卿
未
満
の
も
の
も
多
い
。

特
に

『
詞
花
集
』
に
お
い
て
公
卿
未
満
が
約
半
数
を
占
め
る
の
は
、
身

分
秩
序
に
添

っ
た
配
列
法
が
行
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
傾
向
が

一
変
す
る
の
は
、
俊
成
が
撰
者
と
な
っ
た

『
千

載
集
』
で
あ
る
。
『
千
載
集
』
。
『新
古
今
集
』
に
お
い
て
は
、
公
卿
未

満
の
歌
人
が
そ
れ
で
も
比
較
的
多
数
で
あ
る
も
の
の
、
公
卿
歌
人
が
飛

躍
的
に
増
え
、
そ
の
中
で

「大
臣
以
上
」
が
過
半
を
占
め
て
い
る
。

今
試
み
に
、
『
詞
花
集
』
。
『
千
載
集
』
の
崇
徳
院
と

『新
古
今
集
』

の
後
鳥
羽
院
御
製
に
隣
接
す
る
歌
人
を
在
俗
男
性
歌
人
の
み

一
覧
に
し

た
の
が
、
《表
６
》
で
あ
る
。
『
詞
花
集
』
に
お
け
る
公
卿
歌
人
以
上
は
、

千
載
集

新
古
今
集

後
拾
遺
集

金
葉
集
三
度

金
葉
集
三
奏

詞
花
集

項
目

歌
集
名

４６
／
８

７７
／
‐５

２６
／
７

■
／
４

‐５
／
５

２‐
／
６

歌
数
／

人
数

1  1  1  4
巻
頭

・

巻
軸

27 12 0000
御
製

男

性

歌

人

2001
親
王

・

法
親
王

22 19 1442
大
臣
以
上 公

　
卿

3869

大
臣
未
満

20 9  6  8
公
卿
未

満

× × × ×

御
子
左

家

2  1  0  6
歌
道
家

・
撰
者

4228
僧

侶

9  5  2 14
女
性
歌

人

1 1 0000
読
人
不

知
他



小

一
条
院
、
実
行
、
匡
房
の
三
箇
所
、
そ
れ
に
巻
頭

一
箇
所
を
合
わ
せ

て
も
計
四
箇
所
と
、
崇
徳
院
御
製
の
隣
接
箇
所
数
の
四
分
の

一
に
過
ぎ

な
い
の
に
対
し
て
、
『
千
載
集
』
で
は
二
十

一
箇
所
と
五
割
弱
を
占
め
、

『新
古
今
集
』
で
は
二
十
五
箇
所
で
あ
る
か
ら
若
干
減
る
よ
う
に
見
え

る
が
、
こ
れ
に
定
家

・
家
隆

。
有
家

。
通
具
の
撰
者
を
加
え
れ
ば
、
過

半
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
『
千
載
集
』
に
見
え
る
忠
通
な

ど
は
既
に

『
金
葉
集
』
。
『
詞
花
集
』
に
も
入
集
す
る
歌
人
で
あ
り
、
決

《
表
６
》
『
詞
花
集
』
・
『
千
載
集
』
崇
徳
院
、
『新
古
今
集
』
後
鳥
羽
院
御
製
に
隣
接
す
る
歌
人

し
て

『
詞
花
集
』
以
前
に
お
い
て
、
彼
ら
公
卿
層
が
入
集
し
て
お
ら
ず
、

身
分
序
列
的
配
列
を
取
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
訳
で
は
な
い
。

ま
た

『千
載
集
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
主
要
な
撰
歌
源
と
な

っ
た

「久
安
百
首
」
を
幾
首
か
連
続
し
て
採
入
さ
せ
る
に
際
し
、
ほ
ぼ
歌
人

の
地
位
順
に
採
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
同

一
機
会
に
お
け

る
詠
歌
を
御
製
を
含
め
て
連
続
入
集
さ
せ
る
場
合
、
以
降
の
鎌
倉
期
勅

撰
集
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
に
あ
る
。

新
古
今
集

千
載
集

詞
花
集

後
鳥
羽
院
／
３３

崇
徳
院
／
２３

崇
徳
院
／
８

天
皇
名

【
ｏろ
】

【
０

】

【
・・
】

巻
頭

・

巻
軸

【
ｏＯ
】

後
鳥
羽

院
７

●

白
河
院

震:霜 Ξ
二 院

【
０

】

御
製

【
ｎυ
】

【
ｏι
】

具
平
親

王

・
輔

仁
親
王

【
・・
】

小

一
条

院 親
王

・

法
親
王

【
１０
】
良
経
７

●
兼

実

。
実
定

。
実
能

【
ｎ
】
公
能
３

●
忠

通
２

●
公
教
２

●

経
宗

・
師
房

・
実

能

。
実
行

【
１
】
実
行

大
臣
以
上

公
　
　
卿【

５
】
通
光
２

・
頼

輔

・
公
任

。
公
継

【
ユ

親

隆

・
教

長

・
経

信

。
公

衡

・
匡
房

【
１
】
匡
房

大
臣
未
満

【
３
】
人
麿

道
信

・
仲
実

【
４
】
季
通
２
●

雅
光

・
仲
実

【
６
】
好
忠

・

有
信

・
伊
家

・

親
隆

・
時
綱

・

雅
光

公
卿
未
満

【
８
】
定
家
５
ｏ

俊
成
２

●
俊
成

女 【
２
】
俊
成
２

【
１
】
俊
成

御
子
左
家

【
５
】
家
隆
２
●

有
家

。
通
具

・

顕
輔

【
８
】
俊
頼
５
●

顕
輔
２
●清
輔

【
ｎυ
】

歌
道
家

・
撰
者

-42-



以
上
の
こ
と
か
ら
身
分
序
列
を
配
列
に
反
映
さ
せ
る
の
は
、
『
千
載

集
』
を
そ
の
先
雌
と
す
る
と
み
て
、
大
き
な
誤
り
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
配
列
法
の
発
生
が
、
時
期
的
に
考
え
て

「堀
河
百
首
」

や

「久
安
百
首
」
を
そ
の
先
樅
と
す
る
詠
歌
の
公
的
行
事
化
、
ま
た
そ

れ
と
同
時
進
行
し
て
ゆ
く
、
専
門
歌
人
の
地
位
上
昇
と
無
関
係
で
あ

っ

た
と
は
考
え
に
く
い
。

ま
た
崇
徳
院
に
よ
る

「久
安
百
首
」
の
詠
作
を
端
緒
と
し
て
、
天
皇

自
ら
に
よ
る
百
首
歌
や
歌
合
詠
の
詠
作
は
次
第
に
常
態
化
し
て
ゆ
く
。

後
鳥
羽
院
が
、
百
首
歌
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
機
会
に
お
い
て
定
家
ら

と
と
も
に
歌
作
に
い
そ
し
ん
だ
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
そ
の

結
果
と
し
て

『新
古
今
集
』
に
は
、
三
十
三
首
も
の
後
鳥
羽
院
御
製
が

入
集
す
る
こ
と
と
な
る
。
「御
製
」
そ
の
も
の
の
増
大
も
ま
た
こ
の
時

期
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

院
政
期
に
お
け
る
歌
壇
活
動
の

一
半
は
、
歌
林
苑
な
ど
、
地
下
と
は

言
わ
な
い
ま
で
も
、
身
分
上
あ
ま
り
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い

歌
人
達
に
よ

っ
て
担
わ
れ
て
い
た
と
言

っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が

『千
載
集
』
以
後
、
急
速

に
上
昇
傾
向
を
示
し
、
御
子
左
家
や
六
条

（九
条
）
家
、
飛
鳥
井
家
等
の
歌
道
家
は
、
少
な
く
と
も
公
卿
に
昇
進

し
う
る
家
格
を
、
後
嵯
峨
院
政
期
ま
で
に
は
確
立
す
る
。
公
卿
上
層
に

お
い
て
も
、
良
経
に
よ
る
九
条
家
歌
壇
が

『新
古
今
集
』
前
夜
を
形
成

し
、
実
定
な
ど
上
級
公
卿
歌
人
の
活
動
も
活
発
化
す
る
。
そ
れ
ら
は
歌

壇
的
な
事
柄
で
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
、

『
千
載
集
』
以
降
、
上
級
公
卿
歌
人
の
勅
撰
集
入
集
歌
数
増
大
と
い
う

結
果
を
も
た
ら
し
た
。
御
製

の
み
な
ら
ず
公
卿
層
の
入
集
歌
数
も
、

『
千
載
集
』
。
『新
古
今
集
』
の
時
期
、
飛
躍
的
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

和
歌
の
公
的
行
事
化
と
歌
人
身
分
の
上
昇
傾
向
、
ま
た
そ
れ
に
伴
う

勅
撰
集
入
集
歌
数
の
増
大
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
配
列
上
の
配
慮
と
し
て
、

少
な
く
と
も

「御
製
」
を
中
心
と
し
て
、
こ
の
時
期
意
識
さ
れ
初
め
た

の
が

「身
分
序
列
的
配
列
」
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
し
て
も
、
再
び
問
題
と
な
る
の
は

『
愚
秘
抄
』
が

「下
薦
」
か
ら

「上
薦
」

へ
と
身
分
階
段
状
の
配
列
を

述
べ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
院
政
期
か
ら
地
下
歌
人
の
活
動
が
そ
れ
な

り
に
活
発
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
中
村
文
氏
の
論
考
に
詳
し
い
が
、
そ
れ

で
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
朝
廷
周
辺
に
お
い
て
で
あ

っ
て
、
そ
の
活
動

が
よ
り
広
範
な
広
が
り
を
示
し
、
勅
撰
集
に
大
き
な
影
響
を
与
え
始
め

る
の
は
、
『
新
勅
撰
集
』
以
降
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
配
列
の
故
実
化
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
『
千
載

集
』
の
撰
者
俊
成
が
非
参
議
の
三
位
に
過
ぎ
ず
、
『新
古
今
集
』
撰
者

の
う
ち
、
公
卿
に
達
し
て
い
る
の
は
通
具

一
人
で
あ
る
。
撰
者
等
が
歌

道
堪
能
と
し
て
優
遇
さ
れ
る
と
し
て
も
、
自
身
や
そ
の
家
格
が

「御
製

の
そ
ば
」
の
排
除
対
象
か
、
良
く
て
も
公
卿
の
最
低
層
で
し
か
な
い
時

点
で
、
こ
の
よ
う
な
配
列
法
が
故
実
と
し
て
確
立
さ
れ
る
と
は
考
え
に

く
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
身
分
序
列
的
配
列
が
、
撰
者
に
は
っ

き
り
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
承
久
の
乱
後
、
各
歌
道
家
の

家
格
が
公
卿
を
極
官
と
す
る
も
の
へ
と
安
定
し
、
特
に
御
子
左
家
が
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中

。
大
納
言
を
極
官
と
す
る

「上
薦
」
層

へ
と
上
昇
す
る
ま
で
待
た
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
か
ら
、
『千
載
集
』
。
『
新
古
今
集
』
に
お
い
て

「身
分
序
列
的

配
列
」
は
意
識
さ
れ
は
じ
め
る
も
の
の
、
そ
れ
が
固
定
化
さ
れ
る
の
は

承
久
の
乱
後
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
次
節
に
お
い
て
は
、
そ
の

承
久
の
乱
後
の
勅
撰
集
に
お
い
て
、
増
大
す
る

「下
薦
」
歌
人
の
配
列

を
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
「御
製
の
そ
ば
」
に
限
ら
な
い
、
「
身
分
序
列

的
配
列
」
の
全
体
像
を
見
定
め
て
み
た
い
。

一二

「御
製
の
そ
ば
」
か
ら
排
除
さ
れ
る
人
々
を
め
ぐ

っ
て

三
‐
一　

武
士
歌
人
と

「御
製
の
そ
ば
」

『井
蛙
抄
』
に
は
、
『
新
勅
撰
集
』
は

「
武
士
の
お
ほ
く
入
り
た
る

故
」
に

「宇
治
河
集
」
、
『続
拾
遺
集
』
は

「
か
ゞ
り
の
お
ほ
く
入
り
た

る
故
」
に

「鵜
舟
集
」
、
『新
後
撰
集
』
は

「住
吉
神
官
お
ほ
く
入
り
た

る
故
」
に

「津
守
集
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
、
勅
撰
集
の

「
異
名
」
を

述
べ
た
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
異
名
に
共
通
す
る
意
識
は
、
武
士
や

津
守
氏
な
ど
、
本
来
、
勅
撰
集
に
多
く
は
撰
入
さ
れ
な
い
は
ず
の
下
級

階
層
、
『
愚
秘
抄
』
い
う
と
こ
ろ
の

「下
薦
」
（以
下
に
お
い
て
は
仮
に

「卑
官
歌
人
」
と
総
称
し
て
お
こ
）３

が
、
予
想
外
に
多
く
採
ら
れ
た
こ

と
に
対
す
る
不
満
と
妬
み
で
あ
ろ
う
。
確
か
に

『新
勅
撰
集
』
以
後
の

勅
撰
集
に
お
い
て
は
、
武
士
や
津
守
氏
に
限
ら
ず
、
卑
官
歌
人
の
入
集

歌
数
が
増
大
し
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実

で
あ
り
、
そ
の
広
が
り
は

『新
古
今
集
』
以
前
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら

な
い
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
撰
者
等
が
、
彼
ら
を
無
秩
序
に
入
集
さ

せ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

例
え
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な

「
隠
名
」
に
よ
る
入
集
方
法
が
あ
る
。

身
分
も
低
く
歌
道
堪
能
と
も
い
え
な
い
が
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
入

集
を
果
た
し
た
人
物
の
名
を

「読
人
不
知
」
と
し
て
入
集
さ
せ
る
と
い

う
行
為
は
、
非
難
を
逃
れ
る
た
め
な
ど
と
も
考
え
う
る
が
、
卑
官
歌
人

の
入
集
に

一
定
の
秩
序
を
与
え
る
た
め
で
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
愚

秘
抄
』
の
述
べ
る
身
分
秩
序
に
添

っ
た
配
列
方
法
は
、
身
分
的
な
頂
点

に
位
置
す
る

「御
製
」
や

「
公
卿
」
な
ど
上
級
歌
人
の
勅
撰
集
入
集
の

増
加
の
み
を
背
景
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

一
方
で
や
は
り
増
加
し

て
ゆ
く
卑
官
歌
人
群
を
見
据
え
て
の
、
勅
撰
集
配
列
に
お
け
る
身
分
秩

序
の
保
持
を
う
た
っ
た
も
の
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
様
相
を
、
『新
勅
撰
集
』
以
降
に
お
け
る
卑
官
歌

人
の
代
表
格
で
あ
る

「武
士
歌
人
」
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
考
察
し
て

み
た
い
。

一
概
に

「武
士
歌
人
」
と
言

っ
て
も
、
彼
ら
が
全
て
公
卿
未
満
の
身

分
に
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
例
え
ば
源
実
朝
は

右
大
臣
に
昇
り
、
足
利
尊
氏
は
権
大
納
言
に
昇
る
。
し
か
し
、
そ
の
大

部
分
は
、
公
卿
と
な
る
こ
と
は
勿
論
、
殿
上
さ
え
出
来
な
い
地
下
階
層

で
あ

っ
た
。
試
み
に
、
『
新
勅
撰
集
』
以
降
の
初
出
歌
人
で
、
幕
府
と

関
係
が
深
い
武
士
歌
人
が
、
御
製
と
隣
接
す
る
箇
所
を
、
御
製
は
後
鳥

羽
院
以
降
に
限
ら
ず
全
て
を
対
象
と
し
、
武
士
歌
人
に
関
し
て
は
法
師



号
を
付
さ
れ

て
い
る
人
物
も
対
象
と
し
て
示
す
と
、
《表
７
》

の
よ
う

に
な
る
。

鎌
倉
期
を
通
じ
て
源
実
朝
が
見
え
る
こ
と
は
興
味
深
い
が
、
北
条
氏

他
の
詠
歌
は
極
め
て
少
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
『
続
古
今
集
』
。
『
玉

葉
集
』
。
『
風
雅
集
』
の
三
集
に
お
い
て
例
外
の
多
い
こ
と
は
、
先
も
述

べ
た
が
、
『続
古
今
集
』
で
は
、
素
遅
等
武
士
歌
人
が
、
『
玉
葉
集
』
で

は
、
貞
時
等
北
条
氏
歌
人
が
、
『
風
雅
集
』
で
は
、
尊
氏
等
足
利
氏
歌

《表
７
》
御
製
に
隣
接
す
る
武
士
歌
人

人
が
特
徴
的
に
見
え
る
の
は
、
各
勅
撰
集
の
編
纂
過
程
や
当
時
の
政
治

状
況
と
お
そ
ら
く
関
連
し
て
い
よ
う
。
二
条
家
撰
集
に
お
い
て
は
、
厳

格
に
故
実
に
則
り
官
位
の
高
い
実
朝
等
を

「
御
製
の
そ
ば
」
に
並
べ
、

そ
れ
以
外
で
は
、
編
纂
事
情
も
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
多
少
の
柔
軟
性

を
も

っ
て
武
士
歌
人
の
配
列
に
対
処
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

高
位
の
武
士
や
例
外
的
事
例
は
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
も
、
卑
官
歌
人

で
あ
る

一
般
的
な
武
士
が

「御
製
の
そ
ば
」
か
ら
排
除
さ
れ
る
傾
向
に

風
雅
集

続
後
拾
遺
集

続
千
載
集

玉
葉
集

新
後
撰
集

続
拾
遺
集

続
古
今
集

続
後
撰
集

新
勅
撰
集

歌
集
名

足
利
尊
氏
４

【花
園
院

（八
七
）
・
光
厳
院

（
一
二
九
）
。
伏
見
院

（四
八
四
）
。
後
嵯
峨
院

（
一
七
七
二
と

。
北
条
貞
時

【花
園
院

（八
七

八
と

。
足
利
直
義

【伏
見
院

（八
五
四
Ｍ

・
足
利
義
詮

【光
厳
院

（四
七

一
通

・
源
実
朝

【後
鳥
羽
院

（八

一
一
通

０
人

源
実
朝

【順
徳
院

（九

一
通

。
中
原
師
員

【後
嵯
峨
院

（
二
八
九
と

源
実
朝
３

【伏
見
院

（四
八
七
）
。
後
嵯
峨
院

（九
二
〇
）
。
後
鳥
羽
院

（二
七
四
八
と

。
北
条
宗
宣

【後
鳥
羽
院

（七
三
九
と

。
北
条
貞
時

【後

二
条
院

（六
三
八
》

源
実
朝
４

【後
鳥
羽
院

（二

一
〇
）
。
後
二
条
院

（二
九
〇
）
・
土
御
門
院

（二
九
二
）
。
後
宇
多
院

（七
六

一
Ｍ

源
実
朝

【土
御
門
院

（五
四
八
と

素
遅

（東
胤
行
）
【
順
徳
院

（四
七
七
と

。
北
条
泰
時

【後
嵯
峨
院

（
一
六

一
一
Ｍ

・
源
実
朝

【
一
条
院

（
一
一
一
六
と

。
道
円

（小
田
時
家
）

【
田
原
天
皇

（九
二
八
と

。
大
江
頼
重

【
順
徳
院

（
一
七
〇
六
》

源
実
朝
２

【順
徳
院

（九
五
四
）
。
後
鳥
羽
院

（五
五
九
と

０
人

武
士
歌
人
名

【隣
接
す
る
御
製

（歌
番
号
》



あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
確
か
で
あ
る
。
で
は
、
彼
ら

は
ど
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
の
こ
と
を

見
て
ゆ
き
た
い
。

三
上

一　
北
条
氏
歌
人
た
ち
の

「
そ
ば
」

武
士
歌
人
の
中
で
氏
族
単
位
で
見
れ
ば
最
も
多
人
数

・
多
数
詠
の
入

集
を
果
た
し
、
更
に
全
て
の
人
員
が
公
卿
未
満
で
あ
る
存
在
と
し
て
、

北
条
氏
の
歌
人
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
武
士
歌
人
の
代

表
と
し
て
、
北
条
氏
歌
人
に
隣
接
す
る
歌
人
の
傾
向
を
考
察
す
る
こ
と

に
よ
り
、
卑
官
歌
人
の

「
そ
ば
」
を
み
て
み
た
い
。

北
条
氏
が
当
時
、
御
家
人
の
第

一
人
者
で
あ
り
、
そ
の
発
言
力
が
朝

廷
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時

に
、
彼
ら
は
、
比
較
的
早
く
か
ら
詠
歌
活
動
を
行
い
、
多
く
の
勅
撰
集

歌
人
を
輩
出
し
て
も
い
る
。
そ
の
北
条
氏
歌
人

（真
昭
　
′
Ｌ
何
念
を
含
み
、

女
性
は
含
ま
ず
）
に
隣
接
す
る
歌
人
の
身
分
を
、
《表
１
》
と
同
様
に
分

類
し
た
の
が
、
《表
８
》
で
あ
る
。
《表
８
》
に
拠
る
と
、
《表
１
》
と

は
ほ
ぼ
反
対
に
、
「
公
卿
未
満
」
と
し
た
歌
人
が
最
も
多
く
、
「
公
卿
」

と
し
た
歌
人
の
う
ち
で
も

「大
臣
未
満
」
に
比
重
が
あ
る
。
北
条
氏
歌

人
の
配
列
は
、
そ
の
政
治
的
発
言
力
に
も
関
わ
ら
ず
、
お
よ
そ
、
身
分

序
列
に
添

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。

更
に
詳
細
に
検
討
す
る
た
め
に
、
北
条
氏
歌
人
に
隣
接
す
る

「公
卿

未
満
」
歌
人
を
書
き
出
し
た
の
が
四
八
頁
の

《表
９
》
で
あ
る
。

《表
３
》
と
同
様
、
『新
古
今
集
』
ま
で
の
初
出
歌
人
は
ゴ
シ
ッ
ク
太

字
と
し
、
法
性
寺
家
出
身
の
歌
人
を
四
角
で
囲
み
、
武
士
歌
人
に
は
波

線
を
付
し
た
。
二
重
傍
線
を
付
し
た
の
は
北
条
氏
歌
人
で
あ
る
。
《表

９
》
に
拠
る
と
、
北
条
氏
歌
人
に
隣
接
す
る
の
は
、
「
御
製
」
同
様
の

歌
人
達
も
散
見
す
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
全
く
見
え
な
か

っ
た
卑
官
歌

人
た
ち
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

試
み
に
最
も
多
く
の
歌
数

・
歌
人
数
を
入
集
さ
せ
て
い
る

『続
千
載

集
』
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
『新
古
今
集
』
ま
で
の
初
出
歌
人
で
、
歌
道
堪
能
と
認
め
ら

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
人
物
に
、
藤
原
基
俊

。
藤
原
隆
信

。
祝
部
成
茂

「
新
古
今
集
』
初
出

一
首
入
集
、
以
下
の
勅
撰
集
に
四
十
四
首
入
集
）
が
お

り
、
基
俊
と
隆
信
は
、
実
際
に

「
御
製
」
と
隣
接
し
て
い
る
こ
と
は

《表
３
》
に
示
し
た
。
ま
た
資
明
は
、
日
野
俊
光

（新
後
撰
集
初
出
、
以

下
の
勅
撰
集
に
三
十
三
首
入
集
）
の
男
で
、
後
に
権
大
納
言
に
昇

っ
て
お

り
、
隆
氏
は
四
条
隆
康

（続
拾
遺
初
出
、
以
下
の
勅
撰
集
に
五
首
入
集
）

の
男
で
、
官
位
は
従
四
位
上
左
少
将
に
終

っ
た
が
、
『
尊
卑
分
豚
』
に

は

「
早
世
」
と
あ
り
、
長
じ
て
い
れ
ば
父
同
様
参
議
程
度
ま
で
は
昇
進

し
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
二
名
は
、
後
に
公
卿

へ
と
昇
る
可

能
性
を
十
分
に
持
ち
、
且

つ
重
代
の
勅
撰
集
歌
人
で
あ
る
。

以
上
の
五
名
は
、
「御
製
の
そ
ば
」
を
許
さ
れ
て
い
る
、
又
は
許
さ

れ
て
も
お
か
し
く
な
い
人
物
で
あ
る
。
こ
の
五
名
以
外
を
今
、
出
自
別

に
示
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る

（箇
所
数
順
、
同
数
の
場
合
順
不

同
）。



《
表
８
》
北
条
氏
歌
人
と
隣
接
す
る
歌
人
の
身
分
分
布

新
勅
撰
集

続
後
撰
集

続
古
今
集

続
拾
遺
集

新
後
撰
集

玉
葉
集

続
千
載
集

続
後
拾
遺
集

風
雅
集

項

目

歌
集
名

‐６
／
５

‐６
／
６

４０
／
１‐

３３
／
‐６

４７
／
２５

６３
／
３２

７６
／
３５

３４
／
２０

１０
／
８

歌
数
／

人
数

100200100
御

製

男

性

歌

人

138437100
親
王

・

法
親
王

0  6 15 10 7  6  9  0  0

大
臣
以
上 公

　
卿

124 12 15 14 12 10 10

大
臣
未
満

4 13 54 28 21 22 20 12 12
公
卿
未

満

6 11 11 26 13 7  3  2  1
家 御

子
左

1  6  8  4 10 4 12 0  1
歌
道
家

・
撰
者

1  5 29 14 16 6 11  7 12
僧

侶

2 10 11 19 10 3 13 7  4
女
性
歌

人

0 2 1 5 2 1 0 2 1
読
人
不

知
他

【
武
士
層
】
（又
は
関
東
祗
侯
の
地
下
官
人
）

北
条
氏
…
貞
時
５

ｏ
宣
時
２

●
斉
時
２

・
貞
俊

。
貞
宣

・
時
敦

。
政

長

・
宗
直

宇
都
宮
氏
…
景
綱
３

・
泰
宗
２

●
宗
朝

安
東
氏
…
重
綱
２

島
津
氏
…
基
久
２

長
沼
氏
…
宗
秀

安
倍
氏
…
忠
顕

（寂
恵
男
）

大
江
氏
…
広
房

尾
藤
氏
…
頼
氏

小
串
氏
…
範
秀

斎
藤
氏
…
基
明

（在
京
武
士
）

三
階
堂
氏
…
行
朝
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《表
９
》
北
条
氏
歌
人
に
隣
接
す
る

「
公
卿
未
満
」
歌
人
の
情
況

風
雅
集

続
後
拾
遺
集

続
千
載
集

玉
葉
集

新
後
撰
集

続
拾
遺
集

続
古
今
集

続
後
撰
集

新
勅
撰
集

歌
集
名

【
４
／
４
】
公
重

・
好
忠

・
宗
秀

。
祐
夏

【
‐３
／
‐３
】
人
麿

。
道
済

。
公
忠

・
基
久

・
秀
房

・
国
道

・
行
親

・
盛
徳

・
泰
宗

・
行
房

・
劇
劃

・
網
劇

上
局
氏

【
４３
／
５４
】
劃
嘲
５‐‐

ｏ
景
緻
３‐

●
基
久
２

・
劃
嘲
２‐‐

ｏ
重
繊
２‐

●
泰
泉
２‐

●
副
嘲
２‐‐

●
基
俊

・
日
日
□
・
成
茂

。
忠
顕

・
季
宗

・
広
鳳

・
定
宣

。
経

久

・
祐
夏

・
時
俊

・
宗
成

・
経
長

。
国
平

。
国
助

。
国
冬

。
国
道

・
祐
春

・
祐
世

・
成
賢

・
成
久

・
資
明

・
隆
氏

・
範
秀

・
宗
朝

・
宗
秀

。
基

明

・
徹
韓

・
棘
鳳

・
副
剣

・
副
劃

・
嘲
剥

・
酬
則

・
刹
画

・
兼
胤

・
邦
長

・
延
誠

【
２７
／
２８
】
劃
嘲
２‐

・
清
正

。
忠
盛

・
忠
度

・
隆
祐

・
忠
成

。
頼
重

・
幸
平

・
親
世

。
国
助

・
祐
臣

・
師
宗

。
親
方

。
重
顕

・
冬
隆

・
為
仲

。
政

連

。
家
数

・
嶽
韓

・
剣
矧

・
副
馴

・
嘲
剥

・
馴
嘲

・
副
側

・
割
馴

・
家
清

・
俊
平

【
２０
／
２‐
】
兼
氏
２

●
成
茂

・
口
日
日
・
遠
久

。
到
嘲

・
徴
鳳

・
成
朝

。
国
助

・
祐
茂

・
祐
親

・
祐
春

。
祐
世

・
成
久

・
成
良

・
親
方

・
囲
圏
【

日

・

圃

・

日

・

矧

・

副

【
‐８
／
２２
】
忠
景
３

●
為
成
２

●
基
頼
２

・
基
俊

・
忠
盛

。
日
日
日
・
頼
重

・
徴
民

・
尚
長

・
行
範

・
忠
成

・
景
家

・
電
緻

・
則
俊

・
粛
制

・
馴

樹

・
ョ
嘲

・
仲
業

【
・３
／
２０
】
慰
疎
４‐

ｏ
日
旧
日
□
。
隆
祐
２

・
頼
景
２

・
業
平

。
実
方

。
道
済

・
仲
敏

・
嘲
劇

・
季
宗

・
□
囲
幽
・
時
広

・
具
氏

【
ｎ
／
‐２
】
慰
繊
２

●
正
家

・
口
日
日
∴
園
悶
∵
凧
ョ

・
経
平

・
師
季

。
経
国

・
嶽
繊

。
光
成

。
忠
成

【
‐２
／
‐２
】
信
明

・
好
忠

・
延
成

・
目
□
Ш
・
兼
直

・
具
定

。
師
季

。
永
光

・
基
綱

・
頼
氏

。
家
長

・
光
行

【人
数
／
隣
接
箇
所
数
】
公
卿
未
満
歌
人
名



【
神
官
層
】

津
守
氏
…
国
助

。
国
平

。
国
冬

。
国
道

賀
茂
氏
…
定
宣

。
経
久

祝
部
氏
…
成
賢

・
成
久

中
臣
氏
…
祐
春

・
祐
世

荒
木
田
氏
…
季
宗

鴨
氏
…
祐
夏

度
会
氏
…
延
誠

【
地
下
層
】

醍
醐
源
氏
…
兼
胤

・
邦
長

高
階
氏
…
宗
成

丹
波
氏
…
経
長

惟
宗
氏
…
時
俊

比
較
的
入
集
歌
数
の
多
い
歌
人
か
ら
、
勅
撰
集
で
は

『
続
千
載
集
』

に
の
み
見
え
る
歌
人
ま
で
様
々
で
あ
る
が
、
「御
製
の
そ
ば
」
で
は
排

除
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
鎌
倉
期
勅
撰
集
に
お
い
て
多
数
の
入
集
を
果

た
し
た
、
新
興
の
卑
官
歌
人
の

一
族
が
揃

っ
て
い
る
と
言

っ
て
も
良
い

だ
ろ
う
。
同
様
の
傾
向
は
、
他
の
撰
集
に
お
い
て
も
多
か
れ
少
な
か
れ

認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
北
条
氏
の

「
そ
ば
」
に
は
、
武
士
歌
人

の
み
で
は
な
く
、
神
官
層
や
地
下
層
な
ど
他
の
卑
官
歌
人
も
言
わ
ば

「集
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
。

や
は
り
、
皇
位
を
も
左
右
し
う
る
政
治
的
発
言
力
を
有
し
、
歌
道
に

お
い
て
も
実
力
を
付
け
て
き
た
北
条
氏
歌
人
で
あ

っ
て
も
、
わ
ず
か
な

例
外
を
除
い
て
、
他
の
卑
官
歌
人
等
と
同
様
の
扱
い
が
な
さ
れ
、
そ
れ

が
配
列
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
よ
う
だ
。

〓
正
一一　
卑
官
歌
人
た
ち
の
位
置

で
は
、
そ
の
よ
う
に
卑
官
歌
人
が

「
集
め
ら
れ
て
い
る
」
例
を
具
体

的
に
見
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

ま
ず
、
最
も
典
型
的
な
例
と
し
て

『続
千
載
集
』
よ
り

一
例
を
挙
げ

Ｚり
。

【
例
２
】
『続
千
載
集
』
「恋
歌
三
」

別
恋
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
上
御
製

【後
醍
醐
天
皇
】

一言
〈
　
人
は
な
ほ
な
が
ら
へ
ぬ
べ
き
心
か
と
後
を
契
る
も
憂
き
別
か
な

遊
義
門
院

一言
九
　
行
末
の
深
き
契
も
よ
し
や
た
だ
か
か
る
別
の
今
な
く
も
が
な

春
宮
権
大
夫
有
忠

一量
〇
　
あ
や
に
く
に
さ
て
も
や
人
の
や
す
ら
ふ
と
惜
し
ま
で
見
ば
や
辛

き
別
を

寂
恵
法
師

一三
一　
し
ば
し
と
も
人
は
と
ど
め
ぬ
別
路
の
我
の
み
つ
ら
き
暁
の
空

祝
部
成
久

〓
喜
一　
し
ば
し
と
て
猶
い
か
ば
か
り
慕
は
ま
し
こ
れ
を
限
り
の
別
な
り
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せ
ば

藤
原
秀
長

〓
喜
一　
つ
ら
し
と
や
思
ひ
果
て
ま
し
又
来
ん
と
言
ひ
て
か
へ
ら
ぬ
別
な

り
せ
ば

藤
原
基
祐

一量
四
　
後
と
だ
に
頼
め
も
お
か
ば
別
路
の
今
の
つ
ら
さ
は
な
ぐ
さ
み
な

ま

し

読
人
不
知

【作
者
未
詳
】

一二
五
　
別
路
の
後
を
ば
い
か
に
契
る
と
も
な
ぐ
さ
み
ぬ
べ
き
我
が
心
か

ま

三
善
貞
康

〓
三
（　
明
け
ぬ
と
も
し
ば
し
は
猶
や
慕
は
ま
し
忍
ぶ
る
中
の
別
な
ら
ず

ま

藤
原
宗
秀

一三
七
　
曇
れ
た
だ
後
に
偲
ば
ん
影
も
憂
し
我
が
か
へ
る
さ
の
有
明
の
月

藤
原
宗
行

三
夭
　
川
だ
に
も
面
影
と
め
よ
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
袖
の
別
を
慕
ふ
涙
に

弘
安
百
首
歌
奉
り
け
る
時
　
　
　
大
蔵
卿
隆
博

一二
九
　
別
路
の
憂
き
に
堪

へ
ず
は
生
き
て
世
に
ま
た
司
明
り
周
や
見
ざ

ら
ん

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一則
大
納
言
通
顕

一異
〇　
憂
き
も
の
と
ま
た
は
言
ふ
と
も
別
路
に
ふ
た
た
び
見
ば
や
「
明

の
月

広
義
門
院

一異
一　
司
例
倒
則
さ
へ
憂
し
や
い
か
な
れ
ば
別
悲
し
き
空
に
見
ゆ
ら
ん

法
皇
御
製

【後
宇
多
院
】

〓
暑
一　
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
袖
の
涙
を
形
見
に
て
面
影
と
む
る
司
明
倒
月

【例
２
】
は

『続
千
載
集
』
「恋
歌
三
」
よ
り
別
恋
歌
群
の

一
部
で
あ

る
。
御
製
は
ゴ
シ
ッ
ク
太
字
と
し
た

（以
下
同
じ
）。
後
醍
醐
天
皇
御
製

か
ら
後
宇
多
院
御
製
に
至
る
十
五
首
で
あ
る
が
、　
三
二
四
八
番
歌
か
ら

一
二
五
六
番
歌
ま
で
は

「
別
」
の
語
を
共
有
し

（傍
線
）、　
三
二
五
六

番
歌
の

「
明
け
ぬ
と
も
」
に

「
別
」
の
時
刻
が
明
示
さ
れ

（点
線
）、

一
二
五
七
番
歌
か
ら
は

「
別
」
の
際
の

「月
」
を
詠
い
、
以
降
の

「有

明
の
月
」

へ
と

つ
な
い
で
ゆ
く

（二
重
傍
線
）。
「
に
は
ひ
を
た
て
ゝ
、

詞
風
情
の
す
こ
し
づ
ゝ
相
似
た
ら
む
を
並
べ
も
て
ゆ
く
べ
し
」
と
の

『
愚
秘
抄
』
の
記
述
の
よ
う
に
、
内
容
面
に
お
い
て
、
何
ら
不
自
然
な

面
の
な
い
配
列
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
の
作
者
を
見
れ
ば
、　
〓
二
五

一
番
歌
寂
恵
詠
か
ら

一
二
五
八
番
歌

宗
行
詠
ま
で
が
、
「卑
官
歌
人
」
が

「集
め
ら
れ
た
」
部
分
で
あ
る
。

作
者
名
に
波
線
を
付
し
た
の
は
所
謂

「
武
士
」
の
範
疇
に
入
る
歌
人
で

あ
り

（以
下
同
様
）、
寂
恵
は

「寂
恵
法
師
文
」
で
知
ら
れ
る
宗
尊
親
王

に
近
侍
し
た
陰
陽
師
出
身
の
僧
形
歌
人
、
読
人
不
知
の

一
二
五
五
番
歌

は
、
作
者

。
出
典
と
も
に
不
明
で
は
あ
る
が
、
配
列
か
ら
考
え
て
前
後

と
同
様
に
卑
官
歌
人
の
隠
名
入
集
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
八
首
も
の
卑
官
歌
人
詠
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ



の
前
後
が
身
分
序
列
に
し
た
が

っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。　
一

三
四
八
番
歌
、
後
醍
醐
天
皇
御
製
か
ら
遊
義
門
院

（後
深
草
院
女

。
後

宇
多
院
皇
后
）、
春
宮
権
大
夫
有
忠

（当
時
従
二
位
前
権
中
納
一一己

へ
と

下

っ
て
ゆ
き
、　
三
二
五
九
番
歌
か
ら
は
九
条
隆
博

（極
官
従
二
位
大
蔵

卿
、
当
時
故
人
）、
前
大
納
言
通
顕

（当
時
正
三
位
）、
広
義
門
院

（公
衡

女

。
後
伏
見
院
妃
）、
後
宇
多
院
御
製

へ
と
昇

っ
て
ゆ
く
。
そ
の
間
に
八

首
の
卑
官
歌
人
が
集
め
ら
れ
、
挟
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
作
者
配
列
は
、
内
容
に
関
連
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、

『
愚
秘
抄
』
の
一言
つ
よ
う
な

「
身
分
序
列
的
配
列
」
が
意
識
さ
れ
て
い

た
た
め
に
な
さ
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

全
て
の
箇
所
が
こ
の
よ
う
な
身
分
階
段
状
を
な
し
て
い
る
訳
で
は
な

く
、
ま
た
全
て
の
卑
官
歌
人
が

「
集
め
ら
れ
て
」
配
列
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
も
な
い
が
、
親
王

。
内
親
王
詠
ま
で
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
卑
官

歌
人
群
と
直
接
接
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
御
製

が
隣
接
す
る
こ
と
は
な
い
と
言

っ
て
良
く
、
ま
た
同
様
の
例
は
、
『
新

勅
撰
集
』
以
後
の
鎌
倉
期
勅
撰
集
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

早
い
例
と
し
て

『
新
勅
撰
集
』
・
『続
後
撰
集
』
か
ら
例
を
挙
げ
よ
う
。

【
例
３
】
『新
勅
撰
集
』
「恋
歌
三
」

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
中
納
言
長
方

全
ｏ
　
恋
を
の
み
須
磨
の
潮
千
に
玉
藻
か
る
あ
ま
り
に
う
た
て
袖
な
濡

ら
し
そ

正
三
位
家
隆

全
一　
心
か
ら
我
が
身
越
す
波
浮
き
沈
み
う
ら
み
て
ぞ
ふ
る
八
重
の
潮

風

平
忠
度
朝
臣

全
一一　
頼
め

つ
つ
来
ぬ
夜

つ
も
り
の
う
ら
み
て
も
ま

つ
よ
り
他
の
慰
め

ぞ
な
き

源
家
長
朝
臣

全
一一一　
漕
ぎ
か
へ
る
袖
の
湊
の
天
を
舟
さ
と
の
し
る
べ
を
誰
か
教

へ
し

真
昭
法
師

全
四
　
岩
見
潟
浪
路
隔
て
て
ゆ
く
舟
の
よ
そ
に
こ
が
る
る
あ
ま
の
藻
塩

火

百
首
歌
奉
り
け
る
に
、
二
見
の
浦
を
よ
み
侍
り
け
る

正
三
位
家
衡

全
二
　
我
が
恋
は
あ
ふ
よ
も
知
ら
ず
二
見
潟
あ
け
く
れ
袖
に
浪
ぞ
か
け

け
る

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎌
倉
右
大
臣

【実
朝
】

全
一（　
自
真
弓
い
そ
べ
の
山
の
松
の
色
の
と
き
は
に
物
を
思
ふ
こ
ろ
か

な

【例
３
】
に
は
、
『
新
勅
撰
集
』
「恋
歌
三
」
か
ら
七
首
を
挙
げ
た
が
、

お
よ
そ

「寄
海
恋
」
の
題

へ
収
敏
さ
せ
る
こ
と
の
出
来
る
歌
群

（八
五

〇
～
八
五
五
）
か
ら
、
「磯
辺
」
を
介
し
て

「寄
山
恋
」
（八
五
工○

へ
至

る
部
分
で
あ
る
。
や
は
り
内
容
面
で
配
列
に
不
自
然
な
と
こ
ろ
は
見
当

た
ら
な
い
が
、
八
五
二
番
歌
か
ら
八
五
四
番
歌
の
三
首
が
卑
官
歌
人
に
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当
る
。
忠
度
は
平
安
末
期
の
平
家
歌
人
で
あ
り
、
真
昭
は
、
俗
名
北
条

資
時
、
時
房
男
で
、
北
条
氏
歌
人
の
中
で
も
早
く
か
ら
活
動
し
、
『新

勅
撰
集
』
に
は
五
首
入
集
す
る
。
家
長
は

『
新
古
今
集
』
編
纂
前
後
を

記
述
す
る

『
家
長
日
記
』
の
記
主
で
あ
る
。
彼
ら
三
首
の
前
後
は
、
長

方
か
ら
家
隆

へ
と
下
り
、
ま
た
家
衡
か
ら
実
朝

へ
と
昇

っ
て
お
り
、

【
例
２
】
と
同
様
に
身
分
階
段
状
の
配
列
と
な

っ
て
い
る
。
卑
官
歌
人

の
歌
数
そ
の
も
の
が
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い

『
新
勅
撰
集
』
に

お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
顕
著
な
例
は
多
く
な
い
が
、
定
家
の
時
点
で
身
分

序
列
的
配
列

へ
の
意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
た
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。

【
例
４
】
『続
後
撰
集
』
「
秋
歌
中
」

十
首
歌
合
に
、
海
辺
月
と
い
へ
る
心
を
よ
ま
せ
給
う
け
る

太
上
天
皇

【後
嵯
峨
院
】

冒
〈
　
塩
竃
の
浦
の
煙
は
絶
え
に
け
り
月
見
む
と
て
の
海
士
の
し
わ
ざ

に

藤
原
為
教
朝
臣

昌
九
　
ま
す
か
が
み
み
ぬ
め
の
浦
は
名
の
み
し
て
同
じ
影
な
る
秋
の
夜

の
月

源
俊
平

量
ｏ
　
須
磨
の
海
士
の
潮
垂
れ
衣
干
し
や
ら
で
さ
な
が
ら
宿
す
秋
の
夜

の
月

月
の
歌
の
中
に
　
　
　
　
　
　
　
蓮
生
法
師

量
一　
里
の
海
士
の
浪
か
け
衣
よ
る
さ
へ
や
月
に
も
秋
は
藻
塩
た
る
ら

ん

平
重
時
朝
臣

〓〓
一　
玉
拾
ふ
由
良
の
湊
に
照
る
月
の
光
を
添

へ
て
寄
す
る
自
浪

藤
原
基
綱

〓喜
一　
都
に
て
い
か
に
語
ら
ん
紀
の
国
や
吹
上
の
浜
の
秋
の
夜
の
月

九
月
十
三
夜
十
首
歌
合
に
、
名
所
月権

大
納
言
実
雄

轟
四
　
奥
津
風
吹
上
の
浜
の
自
妙
に
猶
澄
み
の
ぼ
る
秋
の
夜
の
月

【
例
４
】
は

「宝
治
院
御
歌
合
」
よ
り
後
嵯
峨
院

。
為
教

・
俊
平
と

三
首
身
分
順
に
抜
き
出
し
、
続
け
て
蓮
生

。
重
時

・
基
綱
の
武
士
歌
人

三
人
を
並
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
内
容
上
は

「
海
辺
月
」
か

ら

「名
所
月
」

へ
と
問
題
な
く
配
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
不
自
然
な
面

は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
御
製
か
ら
次
第
に
下
り
、
末
端
に
卑
官
歌
人

が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

【
例
２
】
か
ら

【
例
４
】
は
、
内
容
面
に
直
接
関
わ
り
が
な
く
と
も
、

身
分
序
列
を
意
識
し
た
配
列
を
行
う
こ
と
が
、
定
家

。
為
家
の
段
階
で

意
識
さ
れ
、
以
下
の
二
条
家
撰
集
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る

（故
実
と

な
っ
た
）
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。

勿
論
、
歌
人
身
分
と
詠
歌
内
容
と
が
関
連
し
、
配
列
上
生
か
さ
れ
て

い
る
例
も
存
在
す
る
。
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【
例
５
】
『続
後
撰
集
』
「雑
歌
中
」

円
盛
法
師
手
習
ひ
し
て
侍
り
け
る
障
子
を
、
あ
る
所
よ
り

訪
ね
ら
れ
け
る
、
遣
は
す
と
て
　
円
嘉
法
師

一
三
一　
形
見
と
も
な
に
思
ひ
け
ん
な
か
な
か
に
袖
の
み
濡
る
る
水
茎
の

跡

本
草
を
開
き
見
て
よ
め
る
　
　
　
丹
波
経
長

〓
吾
一　
教

へ
お
く
そ
の
言
の
葉
を
し
る
べ
に
て
よ
も
の
草
木
の
心
を
ぞ

わ
く

帝
王
系
図
書
き
侍
る
と
て
　
　
　
中
原
師
光

〓
彗
一　
神
代
よ
り
今
我
が
君
に
伝
は
れ
る
あ
ま
の
ひ
つ
ぎ
の
ほ
ど
ぞ
久

し

き

検
非
違
使
に
侍
り
け
る
時
、
過
状
の
政
に
参
り
て
、
囚
を

と
ひ
て
心
の
う
ち
に
思
ひ
続
け
け
る中

原
友
景

一
三
四
　
よ
る
よ
る
は
い
か
な
る
か
た
に
通
ふ
ぞ
と
問

へ
ば
答
ふ
る
奥
津

白
波

【
例
５
】
は
卑
官
歌
人
群
の
み
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
以
前
に
は
和
歌

に
関
す
る
述
懐
詠
が
並
び
、
そ
れ
に
円
嘉
が
父
円
盛
が

「手
習
ひ
」
し

た
屏
風
を
人
に
送

っ
た
時
に
詠
ん
だ
歌

（
一
一
五

一
番
歌
）
が
続
く
。

円
嘉
の

「子
に
よ
る
父

へ
の
懐
旧
の
歌
」
か
ら
、
丹
波
経
長
、
中
原
師

光
に
よ
る
家
業

（丹
波
氏
は
医
家
で
あ
り

「本
草
」
と
関
連
し
、
中
原
氏
は

や
は
り
家
業
で
あ
る
外
記
と
し
て
の
職
務
と

「帝
王
系
図
」
を
書
く
こ
と
と
が

関
連
し
て
い
よ
，３

に
関
す
る
述
懐
、
そ
し
て
中
原
友
景
に
よ
る
検
非

違
使
の
過
状
政
に
お
け
る
述
懐
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。　
一
一
五
二
番
歌

か
ら

一
一
五
四
番
歌
ま
で
は
、
言
わ
ば

「地
下
歌
人
に
よ
る
職
務
に
関

す
る
述
懐
歌
群
」
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
歌
人
身
分
と
配
列
と
は
深

く
関
連
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
内
容
に
お
い
て
卑
官
歌
人
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
部
分

な
ど
、
勅
撰
集
に
お
い
て
は
極
限
ら
れ
た
部
分
で
し
か
な
く
、
歌
人
身

分
と
は
何
ら
関
係
を
持
た
な
い
部
分
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
し
て

卑
官
歌
人
詠
は
、
内
容
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
お
よ
そ
全
て
の
部

立
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
例
外
の
比
較
的
多
い

『続
古
今
集
』
や
京

極
派
撰
集
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
は
見
ら
れ
る
。
以
下
引
用
が
長
く

な
る
が
、
歌
人
身
分
と
歌
の
内
容
と
が
、
直
接
に
は
無
関
係
な
こ
と
を

示
す
た
め
に
、
歌
も
含
め
て
例
を
示
す
。

【
例
６
】
『続
古
今
集
』
「
雑
歌
上
」

千
五
百
番
歌
合
に
　
　
　
　
　
　
一則
中
納
言
定
家

一三
〇
　
桜
花
う
つ
ろ
ふ
春
を
あ
ま
た
経
て
身
さ
へ
ふ
り
ぬ
る
浅
茅
生
の

宿

春
歌
中
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
為
綱
朝
臣

一三
一　
山
陰
の
古
木
の
桜
同
じ
枝
も
い
か
な
る
末
に
花
の
咲
く
ら
ん

百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
　
　
　
平
政
村
朝
臣

一豊
一一　
桜
花
散
る
を
限
り
と
思
ふ
身
は
咲
く
と
見
る
ま
や
命
な
る
ら
ん



題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
頼
景

一三
一一一　
咲
け
ば
散
る
習
ひ
を
知
れ
ば
山
桜
盛
り
を
見
て
も
惜
し
ま
る
る

か
な

平
時
茂

一三
四
　
人
知
れ
ぬ
み
山
隠
れ
の
桜
花
い
た
づ
ら
に
散
る
春
や
経
ぬ
ら
ん

平
時
広

一畳
五
　
惜
じ
め
ど
も
た
だ
大
方
の
偽
り
に
思
ひ
な
し
て
や
花
の
散
る
ら

ん

土
御
門
院
小
宰
相

一三
一（　
明
日
知
ら
ぬ
我
が
身
な
が
ら
も
桜
花
う

つ
ろ
ふ
色
ぞ
今
日
は
悲

し

き

土
御
門
院
御
歌

一豊
七
　
山
の
端
に
や
や
入
り
ぬ
べ
き
春
の
日
の
心
長
き
も
限
り
こ
そ
あ

れ

【
例
６
】
は

『続
古
今
集
』
「雑
歌
上
」
よ
り
、
四
季
部
に
納
ま
ら
な

か

っ
た
詠
歌
を
四
季
順
に
並
べ
た
箇
所
の
う
ち
、
移
ろ
う
桜
を
詠
う
定

家
の
詠

（
一
五
二
〇
）
か
ら
、
散
る
桜

へ
と
移
り

（
一
五
壬

一～

一
五
三

工○
、
暮
春

・
惜
春
の
土
御
門
院
御
製

へ
と
配
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。

そ
の
内
容
面
に
お
け
る
配
列
上
、
不
自
然
な
点
は
な
い
が
、
定
家

・
為

綱
と
下
降
し
、
政
村

。
頼
景

・
時
茂

。
時
広
の
四
首
は
卑
官
歌
人
群
を

形
成
し
、
そ
れ
を
小
宰
相
の
詠
で
受
け
て
土
御
門
院
御
製

へ
と
繋
げ
て

い
る
。

【
例
７
】
『
玉
葉
集
』
「雑
歌

一
」

こ
も
り
ゐ
て
後
五
月
五
日
、
菖
蒲
の
根
に
つ
け
て
大
納
言

三
位
に
遣
は
じ
け
る
　
　
　
　
　
従

一
位
兼
教

一奎
一　
ね
を
そ
へ
て
な
ほ
こ
そ
偲
べ
菖
蒲
草
忘
れ
ぬ
つ
ま
の
今
日
の
昔

を

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
不
知

【作
者
未
詳
】

一奎
一一　
数
な
ら
ぬ
身
は
隠
れ
沼
の
菖
蒲
草
う
き
た
め
し
に
や
人
に
ひ
か

れ
ん

信
実
朝
臣

一奎
一一一　
行
く
先
の
道
も
お
ぼ
え
ぬ
五
月
闇
く
ら
ゐ
の
山
に
身
は
迷
ひ
つ

つ

五
月
雨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
頼
清
朝
臣

一奎
四
　
自
づ
か
ら
晴
る
る
か
と
見
る
ほ
ど
だ
に
も
猶
雲
の
ぼ
る
五
月
雨

の
空

津
守
国
道

一奎
五
　
河
波
は
岸
に
お
よ
び
て
五
月
雨
の
み
か
さ
に
舟
の
樟
ぞ
短
き

鵜
河
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賀
茂
景
久

一奎
一（　
明
け
ぬ
る
か
鵜
舟
の
か
が
り
た
き
す
て
て
煙
も
し
ら
む
短
夜
の

空

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
泰
宗

一奎
七
　
夜
を
か
け
て
遠
方
め
ぐ
る
夕
立
に
こ
な
た
の
空
は
月
ぞ
す
ず
し

き

五
月
の
比
、
色
深
き
紅
葉
を
折
り
て
人
の
も
と
に
遣
は
す
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と
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澄
覚
法
親
王

一奎
〈
　
宿
か
ら
や
手
折
れ
る
枝
も
時
し
ら
で
秋
の
心
の
色
に
出
づ
ら
む

【
例
７
】
は

『
玉
葉
集
』
「雑
歌

一
」
か
ら
、
【
例
６
】
同
様
に
四
季

順
で
配
さ
れ
る
歌
の
内
、
五
月
五
日

（
一
九
二

こ

か
ら
菖
蒲
草

（
一

九
二
一
～

一
九
二
一
し
、
五
月
闇

（
一
九
二
一こ
、
五
月
雨

（
一
九
二
四
～

一

九
二
五
）、
鵜
河

（
一
九
一量
○
、
夏
の
夜
の
月

（
一
九
二
七
）、
五
月
の

紅
葉

（
一
九
二
八
）
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
読

人
不
知
の

一
九
二
二
番
歌
以
下
六
首
、
四
位
以
下
の
歌
人
詠
が
続
け
ら

れ
て
お
り
、
内
容
と
歌
人
身
分
と
に
関
連
性
は
見
ら
れ
な
い
に
も
関
わ

ら
ず
、
卑
官
歌
人
の
詠
歌
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

【
例
８
】
『
風
雅
集
』
「雑
歌
上
」

暦
応
二
年
の
春
、
花
に
付
け
て
奉
ら
せ
給
ひ
け
る

永
福
門
院

一署
八
　
時
知
ら
ぬ
宿
の
軒
端
の
花
盛
り
君
だ
に
と
へ
な
又
誰
を
か
は

御
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
院
御
歌

【花
園
院
】

一署
九
　
春
う
と
き
み
山
が
く
れ
の
な
が
め
ゆ
ゑ
と
ふ
べ
き
花
の
頃
も
忘

れ
て

花
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
見
て
　
和
泉
式
部

一只
〇
　
あ
ぢ
き
な
く
春
は
命
の
惜
し
き
か
は
花
ぞ
こ
の
世
の
ほ
だ
し
な

り
け
る題

し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
意
法
師

一只
一　
風
吹
け
ば
ま
さ
ら
ぬ
水
も
岩
越
え
て
瀧

つ
川
瀬
は
花
の
自
浪

源
貞
行

一宍
一一　
山
深
く
猶
分
け
入
り
て
訪
ひ
ぬ
れ
ば
風
に
し
ら
れ
ぬ
花
も
あ
り

け
り

源
貞
世

一宍
一一一　
散
る
花
を
せ
め
て
袂
に
吹
き
と
め
よ
そ
を
だ
に
風
の
情
け
と
思

は
ん

平
親
清
女

一宍
四
　
散
る
ま
で
に
人
も
訪
ひ
こ
ぬ
木
の
も
と
は
恨
み
や
積
る
花
の
自

壺
ヨ

帰
雁
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
源
和
義

一買
五
　
玉
章
も
言
づ
て
て
ま
し
春
の
雁
我
が
故
郷
に
帰
る
と
思
は
ば

春
雨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
貞
泰

一只
一（　
さ
び
し
さ
は
昔
よ
り
猶
ま
さ
り
け
り
我
が
身
ふ
り
ぬ
る
宿
の
春

雨

春
歌
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
高
国

一只
七
　
春
と
い
へ
ば
昔
だ
に
こ
そ
霞
し
か
老
い
の
袂
に
宿
る
月
影

百
首
歌
の
中
に
、
春
月
　
　
　
　
従
二
位
家
隆

一宍
八
　
朧
に
も
昔
の
影
は
な
か
り
け
り
年
た
け
て
見
る
春
の
夜
の
月

同
じ
心
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
御
門
院
御
歌

一尺
九
　
時
わ
か
ぬ
涙
に
袖
は
お
も
な
れ
て
霞
む
も
知
ら
ぬ
春
の
夜
の
月

【例
８
】
も

『
風
雅
集
』
の
雑
部
に
お
け
る
四
季
順
配
列
箇
所
よ
り
、
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花
の
盛
り

（
一
四
七
八
～

一
四
八
〇
）、
散
る
花

（
一
四
八

一
～

一
四
八
四
）、

帰
雁

（
一
四
八
五
）、
春
雨

（
一
四
八
工Ｏ
、
春
の
月

（
一
四
八
七
～

一
四
八

九
）
と
配
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。　
一
四
八

一
番
歌
浄
意
詠
か
ら

一

四
八
七
番
歌
高
国
詠
ま
で
が
卑
官
歌
人
群
に
当
る
が
、
こ
の
歌
群
に
お

い
て
も
、
内
容
面
と
歌
人
身
分
と
に
直
接
的
な
関
連
性
を
見
出
し
え
な

い
こ
と
、
ま
た
御
製
と
隣
接
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
先
の
例
と
同
様
で

あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
二
条
家
撰
集
以
外
に
お
い
て
も
、
身
分
序
列
的
配
列

は
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
三
集
に
お
い
て
例
外
が
多

い
の
は
、
二
条
家
撰
集
に
お
い
て
は
、
「
故
実
」
と
し
て
の
拘
束
力
が

強
か

っ
た
の
に
比
べ
、
二
条
家
以
外
の
撰
者
が
撰
ん
だ
た
め
に
、
そ
の

拘
束
力
が
比
較
的
緩
く
、
柔
軟
性
を
持

つ
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
ろ

）ｎノ。【
例
２
】
か
ら

【
例
８
】
ま
で
は
、
身
分
序
列
的
配
列
が
顕
著
な
例

を
挙
げ
た
た
め
、
比
較
的
、
卑
官
歌
人
の
入
集
歌
数
の
多
い
、
恋

・
雑

部
が
中
心
と
な

っ
た
が
、
四
季
部
な
ど
勅
撰
集
に
お
い
て
比
較
的
上
級

歌
人
の
割
合
の
多
い
重
要
な
部
立
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
措
置
に

準
じ
た
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

増
大
し
て
ゆ
く
卑
官
歌
人
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
に
身
分
序
列
に
添

っ

て
秩
序
付
け
ら
れ
配
列
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
第

一
節
に
見
た

「御
製
の
そ
ば
」
に
お
け
る
歌
人
身
分
の
限
定
、
及
び
こ
こ
で
考
察
し

た
卑
官
歌
人
群
の
形
成
と
、
そ
の
歌
群
の

「
御
製
の
そ
ば
」
か
ら
の
排

除
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
『
愚
秘
抄
』
の
記
述
す
る
よ
う
な
、
集
全
体

に
わ
た
る

「身
分
序
列
的
配
列
」

へ
の
意
識
が
、
鎌
倉
期
を
通
じ
て
受

け
継
が
れ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
実
証
す
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

鎌
倉
期
勅
撰
集
に
お
い
て
、
「身
分
序
列
的
配
列
」
は
、
勅
撰
集
の

配
列
を
形
成
す
る
新
た
な
方
法
の

一
つ
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
そ

れ
は
天
皇
を
初
め
と
す
る
上
層
階
級
に
お
け
る
詠
歌
活
動
の
拡
大
、
ま

た
そ
れ
と
並
行
し
て
進
行
す
る
下
層
階
級
に
お
け
る
同
様
の
拡
大
の
両

者
を
見
据
え
、
勅
撰
集
に
は
入
集
さ
せ
つ
つ
も
、
身
分
秩
序
や
勅
撰
集

の
権
威
を
保
ち
、
そ
れ
を
配
列
に
お
い
て
明
示
的
に
示
す
、
そ
の
策
と

し
て

「身
分
序
列
的
配
列
」
は
受
け
継
が
れ
、
故
実
と
な

っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

「身
分
序
列
的
配
列
」
は
、
「
歴
史
的
配
列
」
の
よ
う
に
歌
論
上
の
議

論
と
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
勅
撰
集
配
列
に
お
け
る
文
芸
的
な

意
義
を
大
き
く
担

っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
朝
廷

に
お
け
る
公
的
な
撰
集
と
し
て
の
勅
撰
集
の
秩
序
形
成
、
と
言
う
意
味

に
お
い
て
は
、
そ
の
果
た
し
た
役
割
は
小
さ
く
な
い
だ
ろ
う
。

為
世
が

『続
千
載
集
』
を
撰
ん
だ
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
頓
阿
が

『井
蛙
抄
』
に
書
き
留
め
て
い
る
。

故
宗
匠

【為
世
】
『続
千
載
集
』
を
う
け
給
は
り
て
被
レ
撰
時
、
さ

し
て
歌
よ
み
に
も
あ
ら
ぎ
る
人
の
来
に
も
、
「勅
撰
こ
そ
候

へ
、

御
歌
や
候
、
出
さ
れ
給

へ
」
と
申
さ
れ
し
を
、
故
戸
部

【為
藤
】、

其
外
の
門
弟
も
、
「勅
撰
は
道
の
重
事
、
秀
逸
を
可
レ
被
レ
撰
事
に



て
侍
る
に
、
分
明
歌
も
よ
ま
ぬ
も
の
に
歌
を
こ
は
る
ゝ
事
、
人
の

難
も
あ
り
ぬ
べ
き
事
な
り
。
不
レ
可
レ
然
」
の
よ
し

つ
ぶ
や
き
申
さ

れ
し
を
か
へ
り
聞
か
れ
て
、
予
に
対
面
の
時
被
レ
仰
し
は
、
「歌
は

此
国
の
風
俗
也
。
国
に
生
れ
た
ら
ん
も
の
、
誰
か
歌
よ
ま
ざ
ら
ん
。

稽
古
し
て
世
に
し
ら
れ
た
る
も
の
あ
り
、
独
吟
し
て
心
を
や
し
な

ふ
者
も
あ
り
。
能
歌
の
出
来
る
事
、
歌
よ
み
な
ら
ぬ
も
の
も
読
出

し
て
ふ
る
き
集
に
も
入
た
り
。
後
撰
八
子
が
歌
な
り
。
勅
撰
を
う

け
た
ま
は
り
て
、
ひ
ろ
く
よ
き
歌
を
も
と
め
む
と
き
、
名
誉
な
き

人
も
い
か
な
る
秀
逸
を
詠
じ
も
ち
た
ら
ん
。
な
ど
か
あ
ひ
ふ
れ
で

あ
る
べ
き
」
と
被
レ
申
し
。
返
々
面
白
覚
侍
り
き
。

こ
の

「
さ
し
て
歌
よ
み
に
も
あ
ら
ぎ
る
人
」
の
多
く
が
、
卑
官
歌
人

に
属
す
る
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
は
凡
そ
見
当
が
付
く
。
こ
の
為
世
の
態

度
を
、
井
上
宗
雄
氏
は

「人
気
取
り
と
か
ポ
ー
ズ
と
か
門
流
拡
大
策
だ
、

な
ど
と
批
判
す
る
に
も
あ
た
る
ま
い
。
二
条
派
に
は
元
来
こ
の
よ
う
な

包
容
力
と
い
っ
た
も
の
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
」
と
評
す
る
。
確
か
に
そ

の
よ
う
な
面
は
あ

っ
た
に
せ
よ
、
こ
と
は
勅
撰
集
で
あ
る
。
増
大
し
て

ゆ
く
卑
官
歌
人
た
ち
の
群
を
、
ど
の
よ
う
に
勅
撰
集
に
配
し
、
そ
の
権

威
を
保

つ
の
か
、
そ
の
よ
う
な
戦
略
な
く
し
て
は
、
や
は
り

「人
の

難
」
も
押
さ
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
に

『新
古
今
集
』
以
降
、
卑

官
歌
人
の
多
数
入
集
が

「
異
名
」
と
い
う
形
の

「
人
の
難
」
を
避
け
が

た
か

っ
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
戦
略
の

一
つ
と
し
て

「
身
分
序
列
的
配
列
」
は
生
み
出
さ
れ
、

故
実
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
よ
う
な

戦
略
が
あ

っ
た
れ
ば
こ
そ
、
為
世
は
、
『
井
蛙
抄
』
の
様
な
見
解
を
述

べ
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
、
そ
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
『
愚
秘
抄
』
故
実
そ
の
も
の
は
、
為
氏

・
為
世
か
ら
為
実

へ
と
伝
わ

っ
た
二
条
家
由
来
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
「身

分
序
列
的
配
列
」
は
、
二
条
家
撰
集
の
み
で
は
な
く
、
他
の
撰
集
に
お

い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
配
列
法
が
、
こ
の
時

代
、
単
な
る

「
撰
集
故
実
」
に
は
納
ま
ら
な
い
、
公
的
な
撰
集
と
し
て

の
勅
撰
集
に
、
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

個
々
の
勅
撰
集
に
対
す
る
よ
り
詳
細
な
検
討
や
室
町
期
勅
撰
集
の
様

相
な
ど
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多

い
が
、
そ
れ
は
今
後

の
課
題
と
し
、

「身
分
秩
序
的
配
列
」
の
概
要
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
ま
ず
は
本

稿
を
閉
じ
た
い
。

注（１
）
「
新
古
今
集
』
編
纂
に
は
た
ら
い
た
意
識
」
「
新
古
今
時
代
』
。
京
都
人

文
書
院

。
一
九
二
六
年
七
月
、
初
出

一
九
三
二
年
、
後

『風
巻
景
次
郎
全
集

６
　
新
古
今
時
代
』
（桜
楓
社

。
一
九
六
〇
年
十
月
）
に
再
収
）。

（２
）
「千
載
集
の
配
列
に
関
す
る
考
察
―
古
来
風
体
抄
に
関
連
さ
せ
て
」

（只
広
島
大
）
国
文
学
孜
」
第
二
九
号

。
一
九
六
二
年
十

一
月
）、
猶

「歴
史

的
配
列
」
と
い
う
用
語
は
こ
の
黒
川
論
文
に
よ
る
。

（３
）新
日
本
古
典
文
学
大
系

『千
載
和
歌
集
』
（岩
波
書
店

。
一
九
九
三
年
四

月
）
「解
説
」。

（４
）
『愚
秘
抄
』
に
つ
い
て
は
、
井
上
宗
雄

『中
世
歌
壇
史
の
研
究
　
南
北
朝
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期
』
（明
治
書
院

。
一
九
六
五
年
十

一
月

。
改
訂
新
版

一
九
八
七
年
五
月
）、

八
島
長
寿

「鵜
鷺
の
書
形
成
考
」
∩
（横
浜
国
大
）
人
文
紀
要
」
十
二
号

・

一
九
六
五
年
十

一
月
）
、
田
中
裕

『中
世
文
学
論
研
究
』
（塙
書
房

。
一
九
六

九
年
十

一
月
）
、
福
田
秀

一
「定
家
偽
書
の
成
立
と
毎
月
抄
そ
の
他
の
真
偽

に
つ
い
て
」
「
中
世
和
歌
史
の
研
究
』
。
角
川
書
店

。
一
九
七
二
年
二
月
）

三
輪
正
胤

『歌
学
秘
伝
の
研
究
』
（風
間
書
房

。
一
九
九
四
年
三
月
）、
島
津

忠
夫

「鵜
鷺
系
歌
学
書
の
成
立
と
展
開
―
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
の
出
現
か

ら
―
」
翁
和
歌
文
学
史
の
研
究
　
和
歌
編
』
・
和
泉
書
院

。
一
九
九
七
年
、

後

『島
津
忠
夫
著
作
集
』
第
八
巻

（和
泉
書
院

。
二
〇
〇
五
年
十
二
月
）
に

再
収
）
、
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
「愚
秘
抄
」
曾
一輪
正
胤
執
筆
）
を
参
照

し
た
。

（５
）
為
実
の
伝
記
に
つ
い
て
は
井
上
宗
雄

「藤
原
為
実
略
伝
―
年
譜
形
式
で

―
」
「
中
世
歌
壇
と
歌
人
伝
の
研
究
』
。
笠
間
書
院

。
二
〇
〇
七
年
七
月
）

を
参
照
。
猶
、
以
下
の
論
考
に
お
け
る
歌
人
の
伝
記
的
事
項
に
関
し
て
は
、

井
上
宗
雄

『中
世
歌
壇
史
の
研
究
　
南
北
朝
期
』
、
『中
世
歌
壇
と
歌
人
伝
の

研
究
』
及
び

『鎌
倉
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』
（風
間
書
房

。
一
九
九
七
年
二

月
）
を
参
照
し
た
部
分
が
多
い
が
、
煩
雑
と
な
る
の
で
必
要
以
上
に
は
示
さ

な
か
っ
た
。

（６
）
「愚
秘
抄
試
論
」
「
古
典
文
芸
論
考
』
。
新
典
社

。
一
九
九
六
年
十
月
、

初
出

一
九
九

一
年
）。

（７
）
詞
書
に
お
け
る
助
動
詞

「
き
」
・
「
け
り
」
の
書
き
分
け
を
述
べ
る
部
分
を

も
と
に
、
十
三
代
集
全
体
に
お
け
る
詞
書
の
叙
述
に
関
し
て
述
べ
た
、
深
津

睦
夫

「詞
書
の
叙
述
―
助
動
詞

「き
」
と

「
け
り
」
の
書
き
分
け
を
め
ぐ
っ

て
―
」
「
中
世
勅
撰
和
歌
集
史
の
構
想
』
・
笠
間
書
院

・
二
〇
〇
五
年
二
月
）

が
あ
り
、
群
書
類
従
本
に
載
る

「読
人
不
知
」
の
故
実
に
触
れ
た
論
考
と
し

て
、
松
村
雄
二

「
〈読
人
し
ら
ず
〉
論

へ
の
構
想
―
勅
撰
和
歌
史
の
内
と
外

―
」
翁
国
語
と
国
文
学
」
七
三
巻
十

一
号

。
一
九
七
三
年
十

一
月
）
が
あ
る
。

（８
）
以
下

『愚
秘
抄
』
の
引
用
は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り

『
日
本
歌
学
大

系
』
第
四
巻
所
収
本

（底
本
は
久
曽
神
昇
所
蔵
本
）
に
拠
る
。
な
お

『愚
秘

抄
』
諸
本
は
、
記
事
に
異
同
が
多
く
、
こ
こ
に
引
用
し
た
部
分
も
群
書
類
従

本

（第
四
類
）
に
お
い
て
は
、
分
断
さ
れ
、
且
つ
増
補
著
し
い
形
で
ほ
ぼ
同

内
容
の
こ
と
が
記
述
さ
れ
、
巻
末
に

「私
此
奥
口
博
所
々
抄
出
」
と
し
て
故

実
類
を
述
べ
る
第
三
類
本
で
は
、
極
め
て
簡
略
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

（９
）
『和
歌
文
学
論
集
１０
　
和
歌
の
伝
統
と
享
受
』
・
風
間
書
房

・
一
九
九
六

年
三
月
。

（１０
）
後
鳥
羽
院
以
前
の
御
製
に
お
い
て
、
例
え
ば
歌
数
の
多
い
崇
徳
院
御
製
は
、

『新
勅
撰
集
』
（四
首
入
集
）
で
は
崇
徳
院
御
製
同
士
の
隣
接
が
二
箇
所
、
郁

芳
門
院
安
芸

・
殷
富
門
院
大
輔

・
俊
成

。
隆
季

。
猷
円

。
敦
仲
が
各

一
箇
所

で
あ
り
、
全
て
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
の
崇
徳
院
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍

し
た
歌
人
で
あ
る
。
続
く

『続
後
撰
集
』
Ｔ
一首
入
集
）
で
は
、
京
極
前
関

白
家
肥
後

・
定
頼

・
公
任

。
光
俊

（真
観
）
・
春
誓

。
師
光
と
、
春
誓

。
光

俊
以
外
は
平
安
期
歌
人
が
占
め
て
お
り
、
以
下
同
様
に
同
時
代
、
ま
た
は
古

歌
人
が
そ
の
隣
接
の
多
く
を
占
め
て
い
る
。
彼
ら
が

「御
製
の
そ
ば
」
を
許

さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
以
下
に
示
す
と
お
り
で
あ
り
、
後
鳥
羽
院
以

前
の
御
製
を
加
え
て
も
本
稿
の
論
旨
に
影
響
が
少
な
い
と
考
え
た
た
め
、
こ

こ
で
は
省
略
し
た
。

（Ｉ
）
二
十

一
代
集
を
通
じ
て
の
御
製
に
関
し
て
は
、
今
野
厚
子

「天
皇
の
歌
の

諸
相
―
勅
撰
集
を
中
心
に
―
」
∩
佐
賀
大
国
文
」
三
四
号

・
二
〇
〇
五
年

一

二
月
）
を
参
照
。

（‐２
）
「歌
人
層
別
の
視
点
か
ら
」
（深
津
前
掲
書
所
収
）。

（‐３
）
勅
撰
集
の
作
者
表
記
に
関
し
て
は
井
上
宗
雄

「勅
撰
集
の
作
者
表
記
」

「
中
世
歌
壇
と
歌
人
伝
の
研
究
』
（前
掲
）
、
初
出

一
九
六
八
年
）、
小
川
剛

-58-



生

「作
者
表
記
」
（浅
田
徹

。
藤
平
泉
責
任
編
集

『古
今
集
新
古
今
集
の
方

法
』
（笠
間
書
院

。
二
〇
〇
四
年
十
月
）
「勅
撰
集
を
読
む
た
め
の
手
引
き
」

所
収
）
を
参
照
。
僧
侶
に
関
し
て
も
同
様
。
猶
、
《表
１
》
以
下
の
歌
人
身

分
の
分
類
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
各
勅
撰
集
の
作
者
表
記
に
従

っ
た
が
、

ま
ま
間
違

っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
多
少
の
修
正
を
施
し

て
あ
る
。

（‐４
）
「為
家
卿
続
古
今
和
歌
集
覚
書
」
（注
１６
参
照
）
に
お
い
て
、
為
家
は

「重
代
に
も
あ
ら
ず
集
の
た
め
も
面
目
な
き
物
の
撰
者
に
物
と
ら
せ
て
い
ら

む
と
思
た
る
が
、
返
々
お
そ
ろ
し
き
事
に
て
候
也
」
と
述
べ
、
「重
代
」
の

作
者
と
し
て
入
れ
る
べ
き
歌
人
を
列
挙
し
て
い
る
よ
う
に
、
「重
代
」
の
勅

撰
集
歌
人
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
入
集
に
際
し
、
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

（‐５
）
隆
信
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
考
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
近
年
の
も
の
と
し

て
中
村
文

「藤
原
隆
信
」
今
後
白
河
院
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』
。
笠
間
書

院

。
二
〇
〇
五
年
六
月
、
初
出

一
九
七
七
年
）
を
参
照
。
信
実
に
つ
い
て
は

久
保
田
淳

「藤
原
信
実
試
論
」
「
中
世
和
歌
史
の
研
究
』
。
明
治
書
院

・
一

九
九
二
年
六
月
、
初
出

一
九
五
八
年
）
参
照
。
信
実
及
び
そ
れ
以
降
の
法
性

寺
家
歌
人
に
つ
い
て
は
、
井
上
宗
雄

「藤
原
信
実
と
そ
の
子
孫
た
ち
―
法
性

寺
家
の
人
々
―
」
「
鎌
倉
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』
（前
掲
と

に
詳
し
い
。

（‐６
）
福
田
秀

一
「中
世
勅
撰
集
関
係
二
資
料
　
「為
家
卿
続
古
今
和
歌
集
撰
進

覚
書
」
と

「越
部
禅
尼
消
息
」
の

一
伝
本
」
「
中
世
和
歌
史
の
研
究
　
続

篇
』
。
福
田
恵
美
子

・
二
〇
〇
七
年
二
月
、
初
出

一
九
八

一
年
）
に
拠
る
。

（‐７
）
為
継
は
正
嘉
二
年
五
十
三
歳

（井
上
注
１５
論
文
）、
為
信
は
嘉
元
二
年
五

十
七
歳

（『公
卿
補
任
し
、
為
理
は
正
和
三
年
四
十
七
歳
頃

（井
上
注
１５
論

文
）
と
四
十
代
後
半
か
ら
五
十
代
に
か
け
て
従
三
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
。

（‐８
）
隆
祐
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
淳

「藤
原
隆
祐
」
（久
保
田
前
掲
書
所
収
、

初
出

一
九
六
五
年
）
を
参
照
。

（‐９
）定
成
に
つ
い
て
は
鹿
目
俊
彦

「藤
原
定
成
に
つ
い
て
―
特
に
伏
見
院
春
宮

時
代
の
歌
壇
を
背
景
に
し
た
文
学
活
動
を
め
ぐ
っ
て
―
」
翁
（
日
大
）
語
文
」

第
二
十
四
輯

。
一
九
七

一
年
二
月
）
、
「藤
原
定
成
に
就
い
て
―
特
に
伏
見
天

皇
即
位
後
の
歌
壇
を
背
景
に
し
た
文
学
活
動
を
中
心
に
―
」
翁
和
歌
文
学
研

究
」
第
二
十
七
集

。
一
九
七

一
年
七
月
）
を
参
照
。

（２０
）
こ
の

「正
本
」
は

『看
聞
日
記
』
永
享
七
年
八
月
二
十
七
日
条
に

「定
成

朝
臣
筆
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
奏
覧
以
前
に
亡
く
な
っ
た
は

ず
の
定
成
が
正
本
を
清
書
出
来
る
は
ず
も
な
く
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
次

田
香
澄

「玉
葉
集
の
成
立
」
（岩
佐
美
代
子
責
任
編
集

『玉
葉
集
風
雅
集

孜
』
。
笠
間
書
院

・
二
〇
〇
四
年
十
月
、
初
出

一
九
六
四
年
）
で
は

「
水
仁

勅
撰
の
議
」
以
来
進
ん
で
い
た
為
兼
の
担
当
分
を
配
流
以
前
に
清
書
し
た
か

と
す
る
。

（２‐
）
「藤
原
定
成
に
つ
い
て
―
特
に
伏
見
院
春
宮
時
代
の
歌
壇
を
背
景
に
し
た

文
学
活
動
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（前
掲
）。

（２２
）世
尊
寺
流
の
嫡
系
は
定
成
兄
の
経
ヂ
流
で
あ
る
。
経
ヂ
は
正
応
三
年
に
四

十
四
歳
で
従
三
位
に
叙
さ
れ
、
従
二
位
に
至
っ
て
い
る
。
四
十
四
歳
で
の
叙

従
三
位
は
父
経
朝

（弘
長
元
年
、
四
十
七
歳
）
と
ほ
ぼ
同
年
代
で
あ
る

（以

上

『
公
卿
補
任
し
。
嫡
系
の
昇
進
速
度
か
ら
考
え
て
、
定
成
の
昇
進
は
必
ず

し
も
遅
い
と
は
言
え
な
い
。

（２３
）
行
房
の
歌
壇
的
活
動
に
つ
い
て
は
、
井
上
宗
雄

『中
世
歌
壇
史
の
研
究

南
北
朝
期
』
（前
掲
）
を
参
照
。

（２４
）
『中
世
初
期
歌
人
の
研
究
』
（笠
間
書
院

。
二
〇
〇

一
年
二
月
）
第
五
章

「後
鳥
羽
院
と
そ
の
周
辺
」
所
収
論
文
参
照
。

（２５
）
只
お
茶
の
水
女
子
大
学
）
国
文
」
第
九
十
五
号

。
二
〇
〇

一
年
八
月
。

（２６
）
そ
の
他
考
え
う
る
理
由
は
、
部
立
に
よ
る
偏
差
で
あ
り
、
具
体
的
に
言
え

ば
神
祇
部
に
お
け
る
神
官
歌
人
の
隣
接
が
挙
げ
ら
れ
る
。
荒
木
田
氏
や
卜
部
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氏
、
賀
茂
氏
、
津
守
氏
な
ど
神
官
層
は
、
勅
撰
集
に
お
い
て
は
神
祇
部
に
限

ら
ず
多
く
入
集
す
る
も
の
の
、
公
卿
に
は
昇
る
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
な
い
比
較

的
低
位
の
人
々
で
あ
る
。
《表
３
》
に
見
え
る
神
官
歌
人
の
内
、
『続
古
今

集
』
荒
木
田
延
季

（六
九
五
番
歌
）
が
後
嵯
峨
院
と
、
ま
た
卜
部
兼
直

（七

〇

一
番
歌
）
が
後
鳥
羽
院
と
隣
接
し
、
『風
雅
集
』
荒
木
田
氏
之

（二

一
一

五
番
歌
）
が
後
宇
多
院
と
隣
接
し
て
い
る
。
特
に
延
季
と
氏
之
の
詠
歌
は
、

伊
勢
神
宮
に
関
連
し
、
隣
接
す
る
御
製
も
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
神
祇
部

に
お
い
て
神
官
層
は
、
「御
製
の
そ
ば
」
を
許
さ
れ
た
と
も
考
え
う
る
。
神

官
層
の

一
般
的
な
配
列
が
卑
官
歌
人
に
属
す
る
こ
と
は
第
二
節
に
お
い
て
述

べ
る
。

（２７
）
『平
家
物
語
と
法
師
た
ち
　
中
世
の
仏
教
文
学
的
展
開
』
（笠
間
書
院

・

二
〇
〇
七
年
二
月
）
「第

一
章
」
参
照
。

（２８
）
女
性
歌
人
が
身
分
秩
序
を
逸
脱
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
田
渕
句
美
子

「歌
合
の
構
造
―
女
房
歌
人
の
位
置
―
」
（兼
築
信
行

・
田
渕
句
美
子
責
任
編

集

『和
歌
を
歴
史
か
ら
読
む
』
。
笠
間
書
院

。
二
〇
〇
二
年
十
月
）
を
参
照
。

（２９
）
「中
世
和
歌
史
私
論
」
「
中
世
和
歌
文
学
論
叢
』
・
和
泉
書
院

・
一
九
九

二
年
八
月
、
初
出

一
九
八
六
年
）
。
猶
、
上
條
氏
は
読
人
不
知
と
さ
れ
た
詠

歌
に
、
撰
者
に
よ
る

「ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
的
ケ
ー
ス
」
を
想
定
し
て
い
る
。

こ
れ
も
②
の
範
疇
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
考
慮
し
な
か
っ
た
。

（３０
）松
村
注
７
論
文

（３‐
）
「作
者

・
官
位
表
記
異
同
に
み
る

『続
千
載
和
歌
集
』
の
諸
伝
本
と
撰
集

過
程
」
∩
同
朋
文
学
」
三
〇
号

・
二
〇
〇

一
年
三
月
）。
猶
、
中
條
氏
は
、

主
に

「長
円
法
師
」
と
す
る
諸
本

（Ａ
系
統
）
と

「読
人
不
知
」
と
す
る
諸

本

（Ｂ
系
統
）
と
が
同
時
進
行
的
に
存
在
し
、
前
後
関
係
を
見
極
め
難
い
と

さ
れ
て
い
る
。
他
の

「読
人
不
知
」
と
す
る
場
合
と
、
名
を
示
す
場
合
と
に

揺
れ
の
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
も
、
諸
本
系
統
に
お
い
て
長
円
詠
の
場
合
と
必

ず
し
も
同

一
で
は
な
い
た
め
、
「長
円
法
師
」
か
ら

「読
人
不
知
」
へ
と
改

訂
さ
れ
た
と
は
必
ず
し
も
確
定
で
き
な
い
が
、
今
仮
に
そ
の
よ
う
に
推
測
し

て
お
く
。

（３２
）
日
本
大
学
千
載
和
歌
集
研
究
会

・
有
吉
保
編

『千
載
和
歌
集
の
基
礎
的
研

究
』
（笠
間
書
院

。
一
九
七
六
年
）
「第
二
章
　
堀
旅
部
の
配
列
構
成
」。

（３３
）
第
二
節
に
挙
げ
た

【例
４
】
『続
後
撰
集
』
「秋
歌
中
」
の
冒
頭
三
首
は
、

「宝
治
院
御
歌
合
」
の
詠
歌
を
御
製
を
筆
頭
と
し
て
官
位
序
列
順
に
挙
げ
た

例
で
あ
る
。

（３４
）
「後
白
河
院
周
辺
の
地
下
官
人
」
及
び

「平
安
末
期
実
務
官
人
層
の
和
歌

活
動
」
（中
村
前
掲
書
所
収
）。

（３５
）
以
下
武
士
歌
人
に
つ
い
て
は
深
津
睦
夫

「武
士
歌
人
の
視
点
か
ら
」
（深

津
前
掲
書
所
収
）
を
参
照
し
た
が
、
宗
尊
親
王
な
ど
の
親
王
将
軍
を
武
士
歌

人
と
は
し
な
い
な
ど
相
違
す
る
部
分
も
あ
る
。

（３６
）
北
条
氏
歌
人
に
つ
い
て
は
、
注
３５
深
津
論
文
の
他
、
外
村
展
子

『鎌
倉
の

歌
人
』
（か
ま
く
ら
春
秋
社

。
一
九
八
六
年

一
月
）
を
参
照
し
た
。

（３７
）
寂
恵
に
つ
い
て
は
久
保
田
淳

「順
教
房
寂
恵
」
（久
保
田
前
掲
書
所
収
、

初
出

一
九
五
八
年
）
を
参
照
。

（３８
）
『中
世
歌
壇
史
の
研
究
　
南
北
朝
期
』
（前
掲
）
三
二
三
頁
。

【使
用
テ
キ
ス
ト
】

和
歌
集
は
全
て

「新
編
国
歌
大
観
」
に
拠
り
、
『尊
卑
分
詠
』
・
『公
卿
補
任
』

は

「新
訂
増
補
国
史
大
系
」
に
、
『井
蛙
抄
』
は

「
日
本
歌
学
大
系
」
に

拠

っ
た
。
他
の
文
献
に
関
し
て
は
、
本
文
ま
た
は
注
に
示
し
た
。
な
お
、
引

用
文
献
中
の

【
…
】
は
稿
者
に
よ
る
注
記
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
仮
名
に

漢
字
を
宛
て
る
な
ど
適
宜
表
記
を
変
更
し
た
部
分
が
あ
る
。
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【付
記
】
本
稿
は
第
九
四
回
和
歌
文
学
会
関
西
例
会

（平
成
十
九
年
七
月
七
日
、

於
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
）
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
す
。

席
上
、
及
び
会
場
に
て
、
小
林

一
彦
先
生
、
島
津
忠
夫
先
生
、
田
渕
句
美
子

先
生
、
深
津
睦
夫
先
生
を
初
め
、
多
く
の
先
生
方
か
ら
御
質
問

・
御
教
示
を

賜
わ
り
ま
し
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
上
げ
ま
す
。

（む
ら
や
ま

ｏ
さ
と
る
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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