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歌
人
伊
勢
の
家
と
そ
の
交
遊
関
係

朝
忠
・
雅
正
・
清
正
・
敦
忠
な
ど

倉

田

実

キ
ー
ワ
ー
ド

『

伊
勢
集』
・『
大
和
物
語』

・『

後
撰
和
歌
集』

は
じ
め
に

『

伊
勢
集』

か
ら
伊
勢
が
密
接
に
か
か
わ
っ
た
人
物
を
、
西
本
願
寺
本

(

以
下
、

Ⅰ
類
本
と
す
る)

を
主
と
し
、
群
書
類
従
本

(

Ⅱ
類
本)
や
歌
仙
歌
集
本
系

(

Ⅲ

類
本)

に
よ
る
場
合
も
含
め
て
挙
げ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
宇
多
帝
と

そ
の
中
宮
温
子
、
宇
多
帝
敦
慶
親
王
、
藤
原
基
経
男
の
時
平
・
仲
平
の
兄
弟
、
平

貞
文

(

実
名
記
載
は
な
し)

な
ど
に
な
る
。
ま
た
、
直
接
的
関
係
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
不
明
だ
が
、
屏
風
歌
詠
進
に
か
か
わ
っ
て
、
五
条
尚
侍
満
子
、
藤
原
清
貫
、

宇
多
帝
女
御
褒
子
、
醍
醐
帝
中
宮
穏
子
、
醍
醐
帝
康
子
内
親
王
、
朱
雀
院
、
陽
成

院
、
基
経
女
佳
珠
子
、
仲
平
弟
忠
平
、
藤
原
時
平
男
の
保
忠
・
敦
忠
の
兄
弟
な
ど

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
右
以
外
で
は
、
男
性
に
、｢

兵
衛
佐
な
る
人

(

橘
敏

相)｣

、
藤
原
季
縄
、｢

年
を
経
て
物
言
ひ
た
る
人

(

凡
河
内
躬
恒)｣

、｢

よ
そ
な
が

ら
思
ひ
出
で
け
る
人

(

藤
原
有
好
か)｣

、
せ
き
う
法
師

(

善
祐)

、
是
忠
親
王
男

右
京
大
夫
宗
于
、
藤
原
定
方
男
朝
忠

(

Ⅱ
類
本
に
よ
る)

、
藤
原
兼
輔
男
雅
正

(

Ⅱ
類
本
に
よ
る)

、
在
原
の
と
し
は
る

(

Ⅱ
類
本
に
よ
る)

、
敦
忠

(

前
掲
。
後

撰
集
に
よ
る)

、
娘
中
務
の
夫
源
信
明

(

Ⅲ
類
本
に
よ
る)

、
あ
き
か
た
の
少
将

(

素
姓
不
明
。
Ⅲ
類
本
に
よ
る)

、
女
性
で
は
、
衛
門
命
婦
、
玄
上
宰
相
北
の
方
、

土
佐
蔵
、
温
子
付
き
内
侍
、
醍
醐
帝
勤
子
内
親
王
、
遠
江
内
侍

(

Ⅱ
類
本
に
よ
る)

な
ど
が
お
り
、
こ
れ
ら
の
人
物
と
は
何
ら
か
の
直
接
的
交
渉
が
認
め
ら
れ
る
。

数
十
年
に
及
ん
だ
作
歌
活
動
を
し
た
伊
勢
が
、
右
の
よ
う
な
人
々
と
ど
の
よ
う

な
人
間
関
係
や
和
歌
生
活
を
生
き
て
い
た
か
は
興
味
深
い
問
題
と
な
ろ
う
。
伊
勢

の
交
遊
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
岡
崎
知
子
氏

(

１)

に
整
理
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

朝
忠
・
雅
正
・
清
正
・
敦
忠
な
ど
と
の
交
渉
を
焦
点
化
し
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
が

和
歌
を
介
し
て
互
い
に
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
き
た
い
。
ま

た
、
併
せ
て
伊
勢
の
家
も
検
討
し
た
い
。
和
歌
の
引
用
は

『

新
編
国
歌
大
観』

に

よ
り
、
Ⅱ
・
Ⅲ
類
本
は

『

私
家
集
大
成』

を
使
用
し
、
い
ず
れ
も
表
記
は
私
に
換

え
た
。
他
の
文
献
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
国
史
大
系
本
か
群
書
類
従
本
で

あ
る
。

一

隣
人
朝
忠
と
の
交
渉

あ
る
時
期
の
伊
勢
の
住
ま
い
は
、
朝
忠
の
家
の
隣
に
あ
っ
た
。
隣
人
同
士
で
あ
っ

た
こ
と
で
両
者
が
交
渉
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

朝
忠
朝
臣
隣
に
侍
り
け
る
に
、
桜
の
い
た
う
散
り
け
れ
ば
、
言
ひ
遣
は

歌
人
伊
勢
の
家
と
そ
の
交
遊
関
係

― 1―( 1 )



し
け
る

伊
勢

垣
越
し
に
散
り
来
る
花
を
見
る
よ
り
は
根
込
め
に
風
の
吹
き
も
越
さ
な
ん

(
後
撰
・
春
下
・
八
五
、
伊
勢
集
Ⅰ
・
三
六
四
、
Ⅱ
・
三
七
一
、
Ⅲ
・
三
九
〇)

『

伊
勢
集』

Ⅰ
類
本
で
は
、｢

隣
の
桜
の
花
を
見
て
、
遣
る
／
垣
越
し
に
見
れ
ど

も
飽
か
ず
桜
花
根
な
が
ら
風
の
吹
き
も
越
さ
な
む｣

と
あ
り
、
隣
の
住
人
は
誰
と

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
Ⅲ
類
本
だ
け
に
は

｢

土
御
門
の
中
納
言
の
家
の
隣
に
住
む

頃
、
そ
の
家
の
花
の
散
る
を
見
て
言
ひ
や
る｣

と
あ
り
、｢

土
御
門
中
納
言｣

(『

公
卿
補
任』

『

尊
卑
分
脈』

『

三
十
六
人
歌
仙
伝』)

と
称
せ
ら
れ
た
朝
忠
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る

(

２)

。
ま
た
、
Ⅱ
類
本
で
は
、
伊
勢
の
贈
歌
に
対
す
る
返
歌
が
、

｢

返
し
、
あ
さ
た
ゝ
の
少
将｣

と
な
っ
て
い
て
、
朝
忠
の
少
将
時
代
の
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
詠
作
さ
れ
た
時
期
を
明
示
す
る
史
料
は
こ
の
Ⅱ
類
本
し
か
な
い

の
で
、
こ
れ
に
依
拠
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

朝
忠
は
、『

公
卿
補
任』

天
暦
六
年

(

九
五
二)

条
に
拠
れ
ば
、
二
六
歳
の
承

平
五
年

(

九
三
五)

二
月
二
三
日
に
左
近
権
少
将
に
任
じ
ら
れ
、
三
四
歳
の
天
慶

六
年

(

九
四
三)

二
月
二
七
日
に
内
蔵
頭
に
転
じ
る
ま
で
、
そ
の
任
に
あ
っ
た
。

『

三
十
六
人
歌
仙
伝』

で
は

｢

右
兵
衛
権
少
将｣

と
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も

少
将
時
代
と
と
る
と
、
朝
忠
は
す
で
に
結
婚
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
伊
勢
の
生
年

は
未
詳
な
が
ら
、
そ
の
六
十
代
を
通
し
て
の
頃
と
な
る
。
先
の
岡
崎
氏
や
、
関
根

慶
子
・
山
下
道
代
両
氏

『

伊
勢
集
全
釈』

(

風
間
書
房
、
一
九
九
六
・
二
。
以
下

『

全
釈』

と
す
る)

が
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
伊
勢
の
晩
年
に
若
い
朝
忠
と

交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

伊
勢
の
贈
歌
は
、｢

垣
根
越
し
に
散
っ
て
く
る
桜
花
を
た
だ
見
て
い
る
よ
り
は
、

根
こ
そ
ぎ
に
風
が
吹
い
て
、
木
ご
と
我
が
家
に
吹
き
寄
こ
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す｣

と
詠
ん
で
い
る
。
桜
花
を
垣
越
し
に
見
て
い
る
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
の
で
、
擬

人
化
し
た
風
に
、
根
ご
と
こ
ち
ら
側
に
吹
き
寄
こ
し
て
ほ
し
い
と
注
文
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
隣
家
の
花
を
羨
む
こ
と
は
、｢

垣
越
し
に
見
る
あ
だ
人
の
家
桜
花
散

る
ば
か
り
行
き
て
折
ら
ば
や｣

(

朝
光
集
・
五
一)

、｢

人
の
家
の
垣
越
し
に
見
る

梅
が
枝
の
花
の
盛
り
は
君
の
み
ぞ
見
る｣

(

大
弐
高
遠
集
・
一
〇
一)

な
ど
と
詠

ま
れ
て
お
り
、
と
く
に
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、｢

根
込
め｣

｢

根
な
が
ら｣

に
す
る
と
い
う
発
想
は
、
本
来

｢

隠
れ
沼

の
底
に
生
ふ
れ
ど
菖
蒲
草
根
込
め
に
引
き
て
見
る
人
は
見
つ｣

(

古
今
六
帖
・
一
・

菖
蒲
・
一
〇
二)

の
よ
う
に
、
菖
蒲
引
き
で
詠
ま
れ
て
い
た
の
を
、
桜
花
に
転
用

し
た
と
こ
ろ
に
新
た
な
趣
向
が
あ
ろ
う
。
中
務
の

｢

浅
茅
生
の
下
に
咲
き
け
る
花

の
色
を
虫
の
根
込
め
に
い
か
で
引
き
け
ん｣

(

書
陵
部
本
中
務
集
・
一
四
六)

は
、

母
の
踏
襲
で
あ
り
、｢

袖
触
れ
し
梅
は
変
ら
ぬ
匂
ひ
に
て
根
込
め
移
ろ
ふ
宿
や
異

な
る｣

(

源
氏
物
語
・
早
蕨
巻)

は
伊
勢
歌
を
引
歌
に
し
て
い
よ
う
。
伊
勢
の
贈

歌
は
、
風
が
花
を
散
ら
す
だ
け
で
な
く
、
根
こ
そ
ぎ
に
木
ご
と
吹
き
寄
こ
し
て
ほ

し
い
と
大
げ
さ
に
表
現
し
た
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
奇
抜
な
趣
向
と
な
っ
て
い
よ
う
。

こ
う
し
た
奇
抜
さ
が
求
め
ら
れ
る
ほ
ど
、
隣
家
の
桜
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
こ
と
に

な
る
。

『

後
撰
集』

で
は
伊
勢
の
単
独
歌
で
あ
っ
た
が
、『

伊
勢
集』

に
は
朝
忠
の
返
歌

が
示
さ
れ
て
い
た
。

返
し

桜
花
植
ゑ
て
我
の
み
見
む
と
か
は
隣
歩
き
も
人
や
す
る
と
て

(

伊
勢
集
Ⅰ
・
三
六
五
、
Ⅱ
・
三
七
一
、
Ⅲ
・
四
九
一)

朝
忠
は
、｢

桜
花
の
木
を
植
え
た
の
は
、
わ
た
し
一
人
だ
け
で
見
よ
う
と
し
た

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
隣
ま
で
見
に
来
る
こ
と
も
、
あ
な
た
が
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
の
こ
と
な
の
で
す
よ｣

と
素
直
に
応
え
て
い
る
。
桜
花
を
根
こ

そ
ぎ
に
し
て
そ
ち
ら
の
家
に
移
す
の
で
は
な
く
、｢

隣
歩
き｣

を
し
て
我
が
家
に

ど
う
か
お
越
し
に
な
っ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
と
、
伊
勢
の
来
訪
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

朝
忠
は
、
歌
人
と
し
て
名
声
を
馳
せ
て
い
る
隣
人
の
伊
勢
に
敬
意
を
表
し
な
が
ら
、

厚
誼
を
求
め
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
贈
答
歌
が
最
初
の
交
渉

と
な
ろ
う
。

伊
勢
が
い
つ
か
ら
住
ん
で
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
移
り
住
ん
で
一
年
と
た
っ
て

い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
贈
答
歌
は
伊
勢
か
ら
仕
掛
け
て
い
る
こ
と
か
ら
す
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る
と
、
朝
忠
が
先
住
者
で
、
新
参
者
の
挨
拶
と
な
ろ
う
か
。
移
り
住
ん
だ
伊
勢
邸

に
は
、
め
ぼ
し
い
花
の
木
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、｢

根
込
め
に
風

の
吹
き
も
越
さ
な
ん｣

と
詠
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
、
花
の
木
は
移
植
に

よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、｢

花
の
木
も
今
は
掘
り
植
え
じ
春
立
て
ば
移

ろ
ふ
色
に
人
な
ら
ひ
け
り｣

(

古
今
・
春
下
・
九
二
・
素
性
法
師)

な
ど
で
も
知

ら
れ
る
。
我
が
家
に
移
植
し
た
い
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
桜
花
で
す
ね
と
新
参
者
の
伊

勢
が
挨
拶
し
、
朝
忠
が
そ
れ
に
応
え
た
と
い
う
想
定
が
成
り
立
と
う
。

朝
忠
は
、
三
十
六
人
歌
仙
の
一
人
と
な
る

『

後
撰
集』

の
歌
人
で
あ
る
。
天
徳

四
年

(

九
六
〇)

の

｢

内
裏
歌
合｣

に
出
詠
し
、
そ
の
中
の
一
首
が

『

百
人
一
首』

の

｢

逢
ふ
こ
と
の
絶
え
て
し
な
く
は
な
か
な
か
に
人
を
も
身
を
も
う
ら
み
ざ
ら
ま

し｣

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
笙
笛
に
も
た
け
て
い
た
の
で
、
少
将
時
代
の
朝
忠
は
、

同
じ
く
和
歌
や
音
楽
に
�
た
け
た
伊
勢
と
の
か
か
わ
り
を
自
ら
も
求
め
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
両
者
の
交
渉
は
、
こ
れ
一
回
の
単
発
的
な
挨
拶
で
終
わ
っ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
後
に
触
れ
る
敦
忠
が
造
作
し
た
小
野
の
音
羽
山

荘
を
、
伊
勢
も
朝
忠
も
詠
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
贈
答
歌
を
契
機
と
し
て
、
歌
人

同
士
と
し
て
の
確
か
な
交
誼
・
交
遊
を
も
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
三
〇
歳
以
上

の
年
の
差
を
越
え
て
交
遊
関
係
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う

(

後
述)

。

伊
勢
の
父
継
蔭
の
母
を
、
中
納
言
山
蔭
女
と
す
る
の
が

『

尊
卑
分
脈』

で
、
刑

部
氏
と
す
る
の
が

『

古
今
和
歌
集
目
録』

に
な
る
。
山
蔭
女
と
は
年
代
的
に
合
わ

な
い
と
す
る
説

(

３)

も
あ
る
が
、
も
し
山
蔭
女
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
伊
勢
か
ら
み
て
朝

忠
は
、
父
の
母
方
イ
ト
コ
と
な
る
。
仮
定
の
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
血
縁
関

係
も
両
者
に
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
隣
家
と
の
四
季
の
草
花

に
託
し
た
和
歌
の
贈
答
は
、
伊
勢
の
好
む
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
隣
人
の
名
は
不

明
な
が
ら
、｢

撫
子
の
お
も
し
ろ
き
を
隣
に
遣
る
と
て｣

(

Ⅰ
・
一
二
〇)

、｢

隣
な

る
人
の
、
そ
こ
に
く
ら
べ
よ
と
て
、
花
を
お
こ
せ
た
る
に｣

(

Ⅰ
・
二
二
三)

な

ど
と
あ
る
よ
う
に
、
伊
勢
は
好
ん
で
隣
家
と
贈
答
し
て
い
る
。
若
き
、
定
方
男
の

敦
忠
な
ら
ば
、
相
手
と
し
て
興
味
深
か
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。

二

伊
勢
の
家

朝
忠
や
伊
勢
は
、
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
の
か
。
伊
勢
の
家
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の

か
。
こ
の
点
は
、
伊
勢
は
何
回
か
転
居
し
て
い
る
の
で
、
時
期
も
含
め
て
特
定
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

(

４)

。
ま
ず
、
こ
の
次
第
を
確
認
し
て
か
ら
、
先
の
贈
答
が
行

わ
れ
た
住
ま
い
に
当
た
り
を
つ
け
、
伊
勢
の
住
ん
だ
家
を
整
理
し
て
み
た
い
。

伊
勢
の
親
の
家
は
、｢

大
和
に
親
あ
る
人｣

(

Ⅰ
・
一)

と
あ
る
の
で
大
和
国
に

あ
っ
た
が
、
京
内
に
も
、｢

女
の
親
の
家
は
五
条
わ
た
り
な
る
に｣

(

Ⅰ
・
一)

と

あ
る
の
で
、
宮
仕
を
始
め
た
頃
は
五
条
に
あ
り
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
を
実
家
と
し
た
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る

｢

伊
勢
日
記｣

の
部
分
で
、｢

女
、

里
に
て｣

(

Ⅰ
・
九)

、｢

秋
、
里
に
ま
か
り
出
で
た
り
け
る
に｣

(

Ⅰ
・
二
八)

な

ど
と
あ
る
こ
と
で
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
京
外
の
桂
に
も
家
が
あ
っ
た
こ
と
は
、｢

宮

(

宇
多
帝
と
の
御
子)

を
、

桂
と
い
ふ
所
に
お
き
た
て
ま
つ
り
て｣

(

Ⅰ
・
二
二)

、｢

帝
、
物
に
お
は
し
ま
し

け
る
つ
い
で
に
、
桂
な
る
家
に
お
は
し
ま
し
て
、
そ
こ
の
花
に
書
き
付
け
さ
せ
た

ま
ひ
け
る｣

(

Ⅰ
・
二
五
〇)

、｢

桂
に
は
べ
り
し
頃
、
院
の
帝
の
た
ま
は
せ
た
り

し｣
(

Ⅰ
・
二
三
五)

な
ど
で
知
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
家
を
売
却
し
た
こ
と
が
、｢

我
が
家
を
人
の
に
な
し
て
後
、
花
を
遣
る

と
て｣

(

Ⅰ
・
二
二
六)

、｢

家
を
人
の
に
な
し
て｣

(

Ⅰ
・
四
二
七
、
古
今
・
九
九

〇
・
家
を
売
り
て
詠
め
り)

な
ど
と
あ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
一
回
は
売
却
に
伴

う
転
居
を
し
て
い
る
。『

古
今
集』

で
も
示
さ
れ
た
売
却
は
九
〇
五
年
以
前
の
こ

と
と
な
り
、
そ
う
す
る
と
五
条
の
親
の
家
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
伊
勢
三
十

歳
近
辺
の
こ
と
に
な
る
。｢

ふ
る
家
に
あ
か
ら
さ
ま
に
ゆ
き
て｣

(

Ⅲ
・
一
〇
八)

と
あ
る
の
は
、
こ
の
家
を
見
に
行
っ
た
こ
と
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。｢

ふ
る

家｣

の
感
じ
は
実
家
の
趣
だ
が
、
し
か
し
断
定
は
で
き
な
い
。
な
お
、
伴
信
友

『

表
章
伊
勢
日
記
附
証』

(『

伴
信
友
全
集』

に
よ
る)

に
、｢

身
の
お
ち
ぶ
れ
て
五

条
の
家
を
人
に
売
り
与
え
た
り
し
な
る
べ
し｣

と
あ
る
の
は
、
ま
っ
た
く
の
誤
認

と
な
る
。

歌
人
伊
勢
の
家
と
そ
の
交
遊
関
係

― 3―( 3 )



転
居
先
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
朝
忠
と
の
贈
答
歌
に
あ
っ
た
、
Ⅲ

類
本
の

｢

土
御
門
の
中
納
言
の
家
の
隣
に
住
む
頃
、
そ
の
家
の
花
の
散
る
を
見
て

言
ひ
や
る｣

に
な
る
。｢

土
御
門
の
中
納
言｣

と
の
呼
称
は
、
土
御
門
大
路
に
面

し
て
邸
宅
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
朝
忠
が
い
つ
土
御
門
に
邸
宅
を
構
え

た
の
か
は
未
詳
だ
が
、
そ
こ
に
長
く
住
ん
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
Ⅲ
類
本
の

詞
書
は
、
後
代
の
書
き
入
れ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
こ
も
他
に
資
料
が
な

い
の
で
、｢

土
御
門
の
中
納
言
の
家
の
隣
に
住
む
頃｣

を
重
視
し
て
み
た
い
。

土
御
門
邸
と
な
れ
ば
、
同
地
に
住
ん
だ
道
長
に
想
到
す
る
の
が
当
然
と
な
ろ
う
。

道
長
の
土
御
門
邸
に
対
し
て
は
、『

院
号
定
部
類
記』

正
暦
二
年

(

九
九
一)

十

一
月
三
日
条
の
、

今
夜
女
院

(

詮
子)

自
職
曹
司
、
渡
給
大
納
言
道
長
卿
家
、
上
東
門
、
本
是
右
府
家

也
、

に
よ
っ
て
、
右
府
源
重
信
か
ら
伝
わ
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る

(

５)

。
こ
の
説
だ
と
朝
忠

の
家
と
は
無
関
係
に
な
る
。
一
方
、
朝
忠
の

｢
土
御
門
の
中
納
言｣

に
着
目
し
て
、

｢

朝
忠
↓
穆
子
↓
倫
子
↓
道
長｣

と
い
う
伝
領
を
想
定
す
る
説

(

６)

が
あ
る

(

系
図
参

照)

。
多
分
、
こ
の
説
が
妥
当
と
思
わ
れ
、『

院
号
定
部
類
記』

の

｢

本
是
右
府
家

也｣

は
、｢

左
府｣

の
間
違
い
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
所
有
者

は
、
重
信
で
は
な
く
、
穆
子
を
妻
と
し
た
兄
の
雅
信
に
な
る
。
こ
の
兄
弟
は
正
暦

二
年

(

九
九
一)

か
ら
四
年
ま
で
、
雅
信
左
大
臣
・
重
信
右
大
臣
で
あ
っ
た
。

｢

右
府｣

と

｢

左
府｣

が
混
線
し
た
り
誤
写
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
ま
ま
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
属
す
る
。
道
長
の
土
御
門
邸
の
前
身
は
、
雅
信
の
舅
朝
忠
に
遡
れ
る

の
で
あ
り
、
伊
勢
と
の
贈
答
も
そ
こ
で
行
わ
れ
た
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

少
将
時
代
に
す
で
に
土
御
門
に
住
ん
で
い
た
と
し
た
ら
、
朝
忠
父
の
三
条
右
大

臣
定
方
が
所
有
し
た
邸
第

(

大
井
殿
・
中
西
殿
・
大
西
殿
が
三
条
に
隣
接)

で
は

な
く
な
る
。
大
西
殿
の
所
在
地
は
、『

拾
芥
抄』

に

｢

三
条
ノ
坊
門
北
万
里
小
路

西
、
定
方
大
臣
家｣

と
あ
り
、
土
御
門
邸
と
は
別
の
地
で
あ
る
。
朝
忠
邸
を
こ
の

大
西
殿
と
推
定
す
る
説
が
多
い
が
、
誤
認
と
な
ろ
う
。
結
婚
し
た
息
子
が
父
邸
に

妻
と
と
も
に
同
居
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
点
か
ら

し
て
三
条
の
父
邸
説
は
無
効
な
の
で
あ
り
、
土
御
門
居
住
説
を
補
強
し
よ
う
。
た

だ
し
、
定
方
は
承
平
二
年

(

九
三
二)

に
没
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
降
と
な
れ

ば
父
邸
の
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
定
方
に
は
多
く
の
女
子
が
い
た
の

で
、
そ
の
誰
か
が
伝
領
し
て
い
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
邸
宅
は
女
子

が
伝
領
し
た
こ
と
か
ら
し
て
も
大
西
殿
な
ど
で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
伊
勢
は
、
や
は
り
朝
忠
の
土
御
門
邸
の
隣
家
に
住
ん
で
い
た

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
朝
忠
と
交
渉
を
持
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、

こ
こ
は
晩
年
の
住
ま
い
と
な
り
、
五
条
の
親
の
家
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
と
な
る
。

転
居
先
の
も
う
一
つ
は
、
先
の
三
条
の
定
方
邸
の
隣
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
次
章
で
触
れ
た
い
。

さ
ら
に
伊
勢
の
家
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
が
、
娘
中
務
が
住
ん
で
い
た
家

― 4― ( 4 )
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で
あ
る
。
中
務
が
、
源
順
の
隣
家
に
住
ん
だ
こ
と
は
、『

順
集』

に

｢

中
の
御
門

の
家
の
南
に
中
務
住
む｣

(

二
五
一)

と
あ
り
、『

中
務
集』

に
は

｢

和
泉
守
順
の

朝
臣
の
垣
を
隔
て
て
あ
る
に｣

(

二
〇
五)

と
あ
る
。
源
順
が
和
泉
守
に
な
っ
た

の
は

『
三
十
六
人
歌
仙
伝』

に
よ
れ
ば
康
保
四
年

(

九
六
七)

な
の
で
、
す
で
に

伊
勢
は
逝
去
し
、
中
務
は
五
十
歳
代
と
な
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
中
務
は
、
母
と

は
無
関
係
に
中
御
門
大
路
近
く
に
住
ま
い
し
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
が
、
邸
宅
は

女
子
に
伝
領
さ
れ
て
い
く
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
も
伊
勢
ゆ
か
り
の
家
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。『

順
集』
と
は
別
に
、｢

敦
慶
式
部
�
の
親
王
の
む
す
め
、
伊
勢
が

腹
に
侍
り
け
る
が
、
近
き
所
に
侍
る
に
、
瓶
に
挿
し
た
る
花
を
贈
る
と
て
／
貫
之｣

(

拾
遺
集
・
一
〇
五
四)

と
あ
り
、
中
務
が
住
む
家
は
、
貫
之
邸
と
近
か
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
中
御
門
の
こ
と
と
な
る
。
貫
之
邸
は
、『

拾
芥
抄』

で
は

中
御
門
北
・
万
里
小
路
東
の

｢

桜
町｣
、『
無
名
抄』

が
あ
る
説
と
し
て
記
す
の
は

勘
解
由
小
路
北
・
富
小
路
東
、『

中
古
京
師
内
外
地
図』

に
は
春
日
小
路
北
・
万

里
小
路
東
な
ど
と
諸
説
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
近
接
し
た
地
だ
が
、『

拾
芥
抄』

の

中
御
門
北
説
は

『

順
集』

と
整
合
し
よ
う
。
中
務
の
家
は
母
の
家
で
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
中
御
門
に
も
伊
勢
が
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、『

中
務
集』

に

は
、｢

は
や
う
住
み
し
家
の
桜
を
箱
に
入
れ
て
、
人｣

(

一
五
三)

と
あ
り
、
中
務

も
転
居
し
て
い
て
、
こ
れ
以
前
に
住
ん
で
い
た
家
が
あ
っ
た
。
こ
の
家
も
所
在
不

明
だ
が
、
こ
こ
も
母
ゆ
か
り
と
な
ろ
う
か
。

伊
勢
の
京
内
の
家
は
、
五
条
と
土
御
門
と
三
条
と
中
御
門
に
あ
っ
た
と
言
え
る

が
、
後
世
に
は
違
う
伝
承
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
点
を
続
い
て
確
認
し
て
お
き
た

い
。『

俊
頼
髄
脳』

に
は
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。

能
因
法
師
は
、
歌
を
も
、
う
が
ひ
し
て
申
し
、
草
子
な
ど
を
も
、
手
洗
ひ
て

取
り
も
ひ
ろ
げ
け
る
。
た
だ
、
う
ち
す
る
か
と
思
ひ
け
れ
ど
、
讃
岐
の
前
司

兼
房
と
申
し
し
人
の
、
能
因
を
、
車
の
し
り
に
乗
せ
て
、
も
の
へ
ま
か
り
け

る
に
、
二
条
と
、
東
の
洞
院
と
は
、
伊
勢
が
家
に
て
あ
り
け
る
に
、
子
日
の

小
松
の
あ
り
け
る
を
、
さ
き
を
結
び
て
植
ゑ
た
り
け
る
が
、
生
ひ
つ
き
て
、

ま
こ
と
に
大
き
な
る
、
松
に
て
あ
り
し
が
、
木
末
の
見
え
け
れ
ば
、
車
の
し

り
よ
り
、
ま
ど
ひ
お
り
け
れ
ば
、
兼
房
の
君
、
心
も
得
ず
、｢

い
か
な
る
事

ぞ｣

と
尋
ね
け
れ
ば
、｢

こ
の
松
の
木
は
、
高
名
の
、
伊
勢
が
結
び
松
に
は

候
は
ず
や
。
そ
れ
が
松
を
ば
、
い
か
で
か
、
車
に
乗
り
な
が
ら
は
過
ぎ
侍
ら

む｣

と
い
ひ
て
、
は
る
か
に
歩
み
の
き
て
、
木
末
の
隠
る
る
程
に
な
り
て
こ

そ
、
車
に
は
乗
れ
り
け
る
。

(『

新
全
集

歌
論
集』

二
六
二
頁)

歌
や
歌
書
ま
で
敬
う
能
因
法
師
の
人
柄
に
ま
つ
わ
る
故
事
で
、
清
輔

『

袋
草
子』

に
も
同
内
容
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、｢

二
条
と
、
東
の
洞
院
と
は
、

伊
勢
が
家｣

と
す
る
伝
え
が
俊
頼
の
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
実
体
は
不
明
な
が
ら
、｢

伊
勢
が
結
び
松｣

が
名
所
と
さ
れ
て
い
た
次
第
も

想
定
で
き
る
。
五
条
・
土
御
門
・
三
条
・
中
御
門
で
も
な
く
、
二
条
洞
院
に
お
い

て
で
あ
る
。

こ
の
説
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
関
祖
衡

『

山
城
志』

｢

一
之
上
古
蹟｣

(

日
本
古
典
全
集

『

五
畿
内
志』

に
拠
る)

に
は
、｢

伊
勢
妃
故

居

在
二
条
南
、
東
洞
院
東
、
見
古
今
集
和
歌
小
序｣

と
あ
り
、
朝
忠
と
の
関
連

で
次
の
よ
う
に
考
証
す
る
大
島
武
好

『

山
城
名
勝
志』

(

京
都
叢
書
に
拠
る)

も

あ
る
。伊

勢
御
家
ハ
二
条
南
、
東
洞
院
東
乎
、
後
撰
詞
書
に
、
朝
忠
朝
臣
の
家
の
隣

に
侍
け
り
と
云
々
、
按
、
朝
忠
は
父
ノ
大
西
殿
ニ
住
給
へ
る
に
や
、
押
小
路

南
、
高
倉
東
な
れ
ば
、
隣
と
も
い
ふ
べ
き
歟
。

こ
れ
は
か
な
り
苦
し
い
説
明
と
な
ろ
う
。
朝
忠
父
の
三
条
右
大
臣
定
方
邸
を

｢

押
小
路
南
、
高
倉
東｣

と
誤
っ
て
理
解
し
、
す
ぐ
北
に
な
る

｢

二
条
南
、
東
洞

院
東｣

は
隣
と
言
え
る
か
と
し
て
い
る
。
や
は
り
付
会
し
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、｢

二
条
南
、
東
洞
院
東｣

説
は
、
能
因
に
遡
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
転

居
し
て
い
た
伊
勢
な
の
で
、
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

ま
た
、
黒
川
道
祐

『

雍
州
府
志』

｢

八
・
古
跡
門｣

(『

訓
読
雍
州
府
志』

に
よ

る)
は
、
二
条
東
洞
院
説
の
他
に
一
説
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
が
、
こ

れ
も
付
会
で
あ
ろ
う
。

高
�
室
町
の
西
に
あ
り
と
。
伊
勢
、
後
に
枇
杷
左
大
臣
の
妾
と
な
る
。
詠
歌

を
ね
ず
も
ち
の
木
の
葉
に
書
き
て
、
左
大
臣
に
贈
る
。
こ
れ
よ
り
、
こ
の
処

・
・
・
・

を
ね
ず
も
ち
の
町
と
い
ふ
。

・
・
・
・

歌
人
伊
勢
の
家
と
そ
の
交
遊
関
係

― 5―( 5 )



以
上
、
京
内
の
伊
勢
の
家
の
所
在
地
を
み
て
み
た
。
多
く
の
場
所
に
蓋
然
性
が

指
摘
で
き
る
が
、
こ
の
う
ち
朝
忠
が
土
御
門
に
す
で
に
住
ん
で
い
て
伊
勢
と
贈
答

し
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
は
確
実
な
住
ま
い
の
場
所
と
な
ろ
う
。

な
お
、
京
外
で
は
現
在
の
大
阪
府
高
槻
市
奥
天
神
町

(

古
曽
部)

に
晩
年
の
伊

勢
が
住
ん
だ
家
跡
に
建
て
ら
れ
た
と
す
る
伊
勢
寺
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、『
摂
陽
群
談』

｢

十
三
・
寺
院
部
上｣

、『

摂
津
名
所
図
会』

｢

五
・
嶋

上
群｣

な
ど
に
記
載
が
あ
る
。
ま
た
、『

花
鳥
余
情』

｢

四
・
末
摘
花｣

に
双
ガ
丘

付
近
で
の
隠
棲
、『
類
聚
名
物
考』

｢

九
三
・
地
理
部｣

に
男
山
八
幡
南
で
の
居
住

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

三

雅
正
と
の
贈
答
歌

続
い
て
、
伊
勢
と
堤
中
納
言
兼
輔
男
の
雅
信
と
の
交
渉
に
移
り
た
い
。
そ
の
実

際
を
示
す
の
は
、
次
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

隣
に
住
み
侍
り
け
る
時
、
九
月
八
日
、
伊
勢
が
家
の
菊
に
、
綿
を
着
せ

に
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
、
又
の
あ
し
た
折
り
て
返
す
と
て

伊
勢

数
知
ら
ず
君
が
齢
ひ
を
延
へ
つ
つ
名
だ
た
る
宿
の
露
と
な
ら
な
ん

返
し

藤
原
雅
正

露
だ
に
も
名
だ
た
る
や
ど
の
菊
な
ら
ば
花
の
あ
る
じ
や
い
く
よ
な
る
ら
ん

(

後
撰
集
・
秋
下
・
三
九
四
、
三
九
五)

『

伊
勢
集』

の
Ⅰ
類
本

(

四
七
一)

と
Ⅲ
類
本

(

三
八
四)

で
は
、
返
歌
し
た

隣
家
の
住
人
が
誰
で
あ
る
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
Ⅱ
類
本

(

四
五
四)

だ
け

｢

返
し
、
ま
さ
た
ゝ｣

と
あ
る
。
詞
書
や
歌
の
措
辞
は
、『

後
撰
集』

と
大
き
な
異

同
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は

『

後
撰
集』

で
考
え
て
お
き
た
い
。

雅
正
は
伊
勢
邸
の
隣
に
住
ん
で
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
こ
は
三
条
右
大
臣
定
方
の

山
井
殿
・
中
西
殿
・
大
西
殿
の
い
ず
れ
か
と
な
ろ
う
。
雅
正
は
、
朝
忠
の
妹
を
妻

と
し
て
い
た
の
で
、
妻
方
の
邸
宅
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
る
。『

尊
卑
分
脈』

｢

高
藤
公
孫｣

の
定
方
女
の
一
人
に
、｢

刑
部
少
輔
雅
正
妻
為
為
頼
母
、
或
藤
原
朝

正
室｣

と
あ
り
、
そ
の
女
が
、
刑
部
少
輔
で
は
な
く
大
輔
が
極
官
で
あ
っ
た
雅
正

の
妻
と
な
る
。
雅
正
は
、
三
条
に
あ
っ
た
妻
の
家
に
通
っ
て
い
た
か
、
居
住
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。『

後
撰
集』

詞
書
に
は

｢

隣
り
に
住
み
は
べ
り
け
る
時｣

と

あ
っ
た
の
で
、
こ
の

｢

住
み｣

か
ら
、
通
い
で
は
な
く
妻
方
居
住
と
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『

新
大
系

後
撰
集』

の

｢

堤
中
納
言
兼
輔
以
来
、

和
歌
の
名
家
と
し
て
知
ら
れ
る
雅
正
の
家｣

、
あ
る
い
は

『

全
釈』

の

｢

兼
輔
以

来
の
家｣

と
す
る
の
は
誤
認
と
な
る
。
ま
た
、『

和
泉
古
典
叢
書

後
撰
集』

の

｢

伊
勢
の
隣
家
は
定
方
邸
で
、
朝
忠
が
伝
領
し
、
そ
の
妹
が
同
居
し
て
お
り
、
そ

こ
に
雅
正
が
通
い
住
ん
で
い
た
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う｣

も

｢

朝
忠
が
伝
領｣

に
問

題
が
あ
る
。
こ
こ
は
、
三
条
右
大
臣
定
方
邸
の
い
ず
れ
か
と
し
か
考
え
よ
う
が
な

い
。
そ
う
す
る
と
、
伊
勢
は
三
条
に
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
土
御
門
転
居
以

前
で
あ
ろ
う
。

こ
の
贈
答
歌
は
、
雅
正
と
朝
忠
妹
と
の
婚
姻
以
降
と
な
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で

あ
る
。
雅
正
の
生
年
は
昌
泰
年
間

(

八
九
八
〜
九
〇
一)

と
推
定
す
る
説
が
多
い

も
の
の
不
詳
な
の
で
、
結
婚
年
齢
や
時
期
は
特
定
で
き
な
い
。
仮
に
、
二
十
代
半

ば
で
結
婚
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
延
長
年
間

(

九
二
三
〜
九
三
一)

以
降
に
な
っ

て
い
よ
う
。
結
婚
初
期
に
贈
答
歌
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
雅
信
よ
り
も
十
歳
ほ
ど

弱
年
と
な
る
朝
忠
は
、
ま
だ
十
代
後
半
と
な
る
。

贈
答
歌
の
き
っ
か
け
は
、
雅
正
の
方
で
作
っ
て
い
る
。
重
陽
の
日
を
前
に
し
て
、

｢

菊
の
着
せ
綿｣

を
作
っ
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
、
綿
を
伊
勢
家
に
寄
こ
し
た
の
で

あ
る
。
雅
正
の
住
む
家
に
菊
が
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
、
わ
ざ
と
綿
を
送
っ

た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
何
ら
か
の
意
図
が
雅
正
に
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
贈
答
歌
の
あ
り
よ
う
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

伊
勢
の
方
で
は
、
雅
正
の
意
図
を
そ
れ
な
り
に
斟
酌
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
綿

に
露
を
含
ま
せ
る
だ
け
で
な
く
、
菊
の
枝
ご
と
折
り
取
り
、
歌
を
添
え
て
返
し
て

い
る
。
丁
寧
な
応
対
ぶ
り
と
な
る
。
歌
は
、｢

齡
の
数
の
尽
き
る
こ
と
な
く
あ
な

た
様
の
寿
命
を
延
ば
し
延
ば
し
し
て
、
名
門
の
家
に
栄
え
を
も
た
ら
す
菊
の
露
と

な
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す｣

と
、
重
陽
の
日
に
ふ
さ
わ
し
く
長
命
を
寿
ぐ
詠
み
ぶ

― 6― ( 6 )



り
と
な
っ
て
い
る
。
菊
の
露
で
体
を
ぬ
ぐ
う
こ
と
で
長
命
を
念
じ
る
こ
と
は
、

｢
雫
も
て
齢
延
ぶ
て
ふ
花
な
れ
ば
千
代
の
秋
に
ぞ
影
は
繁
ら
ん｣

(

後
撰
・
秋
下
・

四
三
三
・
友
則)

、｢

秋
深
き
色
変
る
ら
む
菊
の
花
君
が
齢
の
千
世
し
と
ま
ら
ば｣

(

兼
輔
集
・
一
一
一)

、｢

老
い
に
け
る
齢
も
し
わ
も
延
ぶ
ば
か
り
菊
の
露
に
ぞ
今

朝
は
そ
ほ
つ
る｣

(

好
忠
集
・
二
五
五)

な
ど
と
多
様
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、｢

名
だ
た
る
宿｣

の
弥
栄
ま
で
を
寿
い
で
い
る
。
隣
家
を

｢

名
だ
た
る
宿｣
と
し
て
称
揚
し
、
長
寿
を
も
た
ら
す
着
せ
綿
の
露
を
絡
ま
せ
た

と
こ
ろ
が
歌
の
趣
向
と
な
っ
て
い
る
。

着
せ
綿
だ
け
で
な
く
伊
勢
の
贈
歌
ま
で
を
得
た
隣
家
で
は
、
雅
正
が
、｢

こ
の

露
で
さ
え
も
、
置
い
た
の
が
名
門
の
家
の
菊
で
し
た
ら
、
ま
し
て
花
の
主
人
で
あ

る
あ
な
た
の
寿
命
は
、
い
っ
た
い
幾
代
続
く
こ
と
で
し
ょ
う
か｣

と
返
歌
し
て
い

る
。
雅
正
は
、
伊
勢
歌
の
措
辞
を
そ
っ
く
り
伊
勢
の
も
の
に
し
て
返
し
た
の
で
あ

る
。
贈
歌
の

｢

名
だ
た
る
宿｣

は
、
雅
正
の
住
む
家
を
指
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を

伊
勢
の
家
の
こ
と
と
し
て
そ
の
名
声
を
い
う
こ
と
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。『

新
大

系

伊
勢
集』

は
、｢

雅
正
邸
。
諸
注

｢

伊
勢
の
邸｣
と
す
る
が
、
不
可
。
伊
勢

の
贈
歌
を
引
用
し
た
表
現｣

と
す
る
が
、
雅
正
の
言
う

｢
名
だ
た
る
家｣

は
伊
勢

の
家
な
の
で
あ
り
、｢

花
の
主
人｣

も
、｢

菊
の
露
わ
か
ゆ
ば
か
り
に
袖
触
れ
て
花

の
主
人
に
千
代
を
譲
ら
む｣

(

紫
式
部
日
記)

と
同
じ
よ
う
な
発
想
で
伊
勢
を
指

し
て
い
る
。
着
せ
綿
を
贈
ら
れ
た
わ
た
し
ど
も
に
比
べ
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
長
命
な

の
で
あ
ろ
う
か
と
寿
い
だ
の
で
あ
る
。
伊
勢
へ
の
敬
意
が
込
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

『

和
泉
古
典
叢
書

後
撰
集』

の
よ
う
に

｢

さ
ぞ
や
お
婆
さ
ん
で
し
ょ
う
ね
と
の

戯
れ｣

と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

雅
正
は
、
綿
を
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
伊
勢
の
反
応
を
み
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
伊
勢
と
の
交
誼
を
求
め
た
こ
と
に
な
る
。
交
誼
が
叶
わ
な

く
て
も
、
伊
勢
邸
の
菊
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
ま
た
、

可
能
性
と
し
て
は
、
雅
正
が
定
方
女
と
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
挨
拶
を
込

め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
や
は
り
、
朝
忠
よ
り
雅
正
の
方
が
早
く
伊

勢
と
贈
答
し
た
こ
と
に
な
り
、
朝
忠
は
そ
の
真
似
を
し
た
こ
と
に
な
る
。

い
づ
れ
に
し
て
も
、
伊
勢
は
、
雅
正
の
意
図
を
十
分
に
見
抜
き
、
期
待
に
見
事

に
応
え
て
い
る
。
隣
家
の
兼
輔
男
雅
正
・
定
方
女
夫
妻
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
兼
輔
と

定
方
と
い
う
和
歌
の
家
の
血
筋
を
引
い
て
い
る
こ
と
は
了
解
済
み
な
の
で
あ
り
、

結
婚
生
活
を
始
め
て
い
る
そ
の
家
を
、
新
た
な

｢

名
だ
た
る
宿｣

と
し
て
敬
意
を

込
め
て
称
揚
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
歌
を
贈
ら
れ
た
雅
正
は
、
依
頼
し
た
以
上
の

好
意
を
寄
せ
ら
れ
た
の
で
感
激
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
心
の
こ
も
っ
た
返
歌
を

見
事
に
仕
立
て
た
こ
と
に
な
る
。
親
密
で
雅
や
か
な
和
歌
生
活
が
、
こ
の
贈
答
歌

に
は
窺
わ
れ
よ
う
。
雅
正
と
伊
勢
と
の
接
点
は
、
こ
の
贈
答
歌
し
か
認
め
ら
れ
な

い
よ
う
だ
が
、
多
分
こ
れ
を
契
機
に
し
て
、
朝
忠
と
も
ど
も
そ
れ
な
り
の
交
渉
が

継
続
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、｢

二
葉
よ
り
名
だ
た
る
園
の
菊
な
れ
ば
浅

き
色
わ
く
露
も
な
か
り
き｣

(

源
氏
物
語
・
藤
裏
葉
巻)

は
、
こ
の
贈
答
歌
を
引

歌
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
雅
正
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。
残
さ
れ
た
史
料
は
少
な
い
が
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。『

尊
卑
分
脈』

｢

良
門
子
利
基
孫｣

条
に
は
、

｢

周
防
守
・
豊
前
守
・
刑
部
大
輔
・
従
五
位
下｣

と
あ
り
、
兄
弟
に
清
正
・
守
正
・

庶
正
・
公
正
が
い
た
。
清
正
と
守
正
は

『

後
撰
集』

の
歌
人
で
あ
っ
た
。
妻
の
定

方
女
と
の
間
に
は
、
為
頼
・
為
長
・
為
時

(

紫
式
部
の
父)

の
三
兄
弟
の
歌
人
や

文
人
を
儲
け
て
い
る
。
生
年
不
詳
は
触
れ
た
が
、
没
年
は
、『

江
家
次
第』

巻
十

に

｢

無
帳
台
試
例
、
応
和
元
年
十
月
六
日
初
點
周
防
守
雅
正
女
、
而
子
日
父
頓
死
、

仍
左
大
臣
忽
責
之
、
依
事
俄
不
能
調
云
々｣

と
あ
る
の
で
、
応
和
元
年

(

九
六
一)

十
一
月
と
な
る
。
歌
人
と
し
て
は
、『

後
撰
集』

に
七
首
入
集
し
て
お
り
、
伊
勢
・

貫
之

(

一
三
七
〜
一
四
〇
、
二
一
一
〜
二
一
二
番
歌)

・
大
輔

(

一
一
一
三
〜
一

一
一
四
番
歌)

な
ど
と
の
贈
答
歌
が
あ
る

(

他
に
、
四
三
、
三
二
五
番
歌)

。
そ

し
て
、
貫
之
と
は
昵
懇
で
、『

貫
之
集』

に
も
贈
答
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る

(

八

六
二
〜
八
六
七
、
八
七
八
〜
八
七
九
、
八
九
九
〜
九
〇
〇
番
歌)

。
こ
の
う
ち
、

『

後
撰
集』

の
貫
之
へ
の
返
歌
、｢

花
鳥
の
色
を
も
音
を
も
い
た
づ
ら
に
も
の
憂
か

る
身
は
す
ぐ
す
の
み
な
り｣

(

夏
・
二
一
二)

は
、『

源
氏
物
語』

｢

桐
壷｣

巻
の

｢

花
鳥
の
色
に
も
音
に
も
よ
そ
ふ
べ
き
か
た
ぞ
な
き｣

の
引
歌
な
ど
に
な
っ
て
い

る
。

歌
人
伊
勢
の
家
と
そ
の
交
遊
関
係
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四

敦
忠
と
朝
忠
と
雅
正
弟
清
正

晩
年
の
伊
勢
は
、
時
平
男
の
敦
忠
と
も
交
渉
を
持
っ
て
い
た
。

権
中
納
言
敦
忠
が
西
坂
本
の
山
荘
の
滝
の
岩
に
書
き
つ
け
侍
り
け
る伊

勢

音
羽
川
堰
き
入
れ
て
落
す
滝
つ
瀬
に
人
の
心
の
見
え
も
す
る
か
な

(

拾
遺
集
・
雑
上
・
四
四
五
。
拾
遺
抄)

こ
の
歌
は
、『

伊
勢
集』

に
も
あ
る
が
、
三
本
と
も
敦
忠
の
名
は
な
く
、｢

あ
る

大
納
言｣

と
な
っ
て
い
る
。
Ⅰ
類
本
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

あ
る
大
納
言
、
比
叡
坂
本
に
、
音
羽
と
い
ふ
山
の
麓
に
、
い
と
を
か
し

き
家
造
り
た
り
け
る
に
、
音
羽
川
を
遣
水
に
堰
き
入
れ
て
、
滝
落
と
し

な
ど
し
た
る
を
見
て
、
遣
水
の
面
な
る
石
に
書
き
付
く

音
羽
川
堰
き
れ
て
落
す
滝
つ
瀬
に
人
の
心
の
見
え
も
す
る
か
な

(

伊
勢
集
Ⅰ
・
四
六
八)

朝
忠
よ
り
四
歳
年
長
と
な
る
敦
忠
は
、
小
野
の
音
羽
山

(

逢
坂
の
関
の
音
羽
山

で
は
な
い)

に
音
羽
川
か
ら
水
を
引
い
て
遣
水
を
流
し
た
風
雅
な
別
荘
を
造
作
し

て
い
た
。
そ
こ
で
詠
ま
れ
た
の
が
、
右
の
歌
に
な
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
前
稿

(
７)

で
扱
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
趣
旨
に
沿
っ
た
確
認
に
と
ど
め
た
い
。

伊
勢
の
歌
は
、
敦
忠
の
音
羽
山
荘
に
出
か
け
て
詠
ま
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
歌
が
詠
作
さ
れ
た
以
前
か
ら
敦
忠
と
交
遊
し
て
い
た
こ
と

は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
初
対
面
の
男
性
の
別
荘
に
出
か
け
た
と
す
る
の
は
、
無

理
が
あ
ろ
う
。
交
渉
を
持
っ
た
時
期
は
特
定
で
き
な
い
が
、
兄
の
八
条
大
将
保
忠

の
算
賀
に
敦
忠
が
奉
仕
し
、
伊
勢
に
屏
風
歌
の
制
作
依
頼
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

｢

八
条
の
大
将
の
四
十
の
賀
、
権
中
納
言
の
し
た
ま
ふ｣

(

伊
勢
集
Ⅰ
・
一
八
四)

と
示
さ
れ
て
い
た
。
遅
く
と
も
こ
の
辺
り
で
二
人
の
接
点
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
延
長
七
年

(

九
二
九)

の
こ
と
で
あ
り
、
伊
勢
は
五
十
代
半
ば
、
敦
忠
は
二

四
歳
で
あ
っ
た
。
敦
忠
の
父
時
平
と
伊
勢
の
交
渉
は

｢

伊
勢
日
記｣

で
明
ら
か
で

あ
り
、
そ
の
縁
が
敦
忠
と
伊
勢
に
つ
な
が
り
を
も
た
せ
た
こ
と
は
大
い
に
考
え
ら

れ
る
。

音
羽
山
荘
が
造
作
さ
れ
た
時
期
は
不
明
と
な
る
が
、
敦
忠
晩
年
の
こ
と
と
推
定

す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
敦
忠
は
、
権
中
納
言
に
な
っ
た
翌
年
の
天
慶
六
年

(

九

四
三)

三
月
七
日
に
三
八
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
の
で
、
造
作
は
天
慶
年
間
あ

た
り
に
な
る
。
伊
勢
は
最
晩
年
、
六
十
代
後
半
と
な
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
小
野
ま
で

逍
遥
し
た
こ
と
に
な
る
。
敦
忠
と
の
交
遊
、
音
羽
山
荘
へ
の
興
味
が
な
か
っ
た
ら
、

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
は
、
娘
が
同
行
し
て
母
を
支
え
た
よ
う

で
あ
り
、『

拾
遺
集』

に
は
伊
勢
歌
に
続
い
て
中
務
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。

君
が
来
る
宿
に
絶
え
せ
ぬ
滝
の
糸
は
へ
て
見
ま
ほ
し
き
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

(

拾
遺
集
・
雑
上
・
四
四
六
・
中
務
。
拾
遺
抄)

こ
の
歌
に

｢

君
が
来
る
宿｣

と
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、
山
荘
の
主
人
と
な
る
敦

忠
が
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
風
情
あ
る
遣
水
の
流
れ
る
庭
を
眺
め
な
が
ら
、

ひ
と
時
の
歓
談
す
る
機
会
を
得
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
歌
の
披
講
も
あ
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
伊
勢
や
中
務
の
歌
に
な
る
。

そ
し
て
、
他
に
も
同
行
し
て
い
た
歌
人
も
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
の
が
、
敦
忠

亡
き
後
に
、
そ
の
面
影
を
偲
ん
で
音
羽
山
荘
に
出
か
け
た
時
に
詠
ま
れ
た
歌
と
な

る
。
次
の
う
ち
、
敦
忠
と
の
親
交
の
度
合
か
ら
み
て
、
少
く
と
も
朝
忠
が
伊
勢
に

同
行
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

①

権
中
納
言
、
音
羽
の
家
に
て

音
羽
山
水
は
た
ぎ
り
て
流
る
と
も
君
宿
ら
ず
は
ま
さ
り
し
も
せ
じ

(

朝
忠
集
・
五
四)
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②

敦
忠
朝
臣
み
ま
か
り
て
又
の
年
、
か
の
朝
臣
の
小
野
な
る
家
見
む
と
て

こ
れ
か
れ
ま
か
り
て
、
物
語
し
は
べ
り
け
る
つ
い
で
に
詠
み
は
べ
り
け

る

君
が
去
に
し
方
や
い
づ
れ
ぞ
白
雲
の
主
な
き
宿
と
見
る
が
悲
し
さ

(

後
撰
集
・
哀
傷
・
一
四
一
六
・
藤
原
清
正)

③

中
納
言
敦
忠
ま
か
り
隠
れ
て
後
、
比
叡
の
西
坂
本
に
は
べ
り
け
る
山
里

に
、
人
々
ま
か
り
て
花
見
は
べ
り
け
る
に

い
に
し
へ
は
散
る
を
や
人
の
惜
し
み
け
ん
花
こ
そ
今
は
昔
恋
ふ
ら
し

(

拾
遺
集
・
哀
傷
・
一
二
七
九
・
藤
原
伊
尹
。
拾
遺
抄
。
一
条
摂
政
御
集
・

五
〇
・
詞
書

｢

小
野
殿
に
て
桜
の
散
る
を
見
た
ま
て｣)

三
首
と
も
音
羽
山
荘
で
亡
き
敦
忠
を
偲
ん
で
い
る
。
①

｢

君
宿
ら
ず
は｣

、
②

｢

主
な
き
宿｣

に
は
深
い
喪
失
感
が
込
め
ら
れ
、
生
前
の
③

｢

い
に
し
へ｣

が
懐

か
し
ま
れ
て
い
る
。
三
首
は
別
個
の
折
に
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
同
じ
時
の
も

の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
②

｢

こ
れ
か
れ
ま
か
り
て｣

、
③

｢

人
々
ま
か
り

て｣

と
あ
る
よ
う
に
、
誘
い
合
っ
て
山
荘
に
出
か
け
て
お
り
、
そ
の
折
の
も
の
で

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
歌
人
た
ち
は
、
連
れ
だ
っ
て
出
か
け
る
ほ
ど
交
遊
関

係
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
歌
人
た
ち
は
、
朝
忠
・
清
正
・
伊
尹
で
あ
っ
た
。

延
長
二
年

(

九
二
四)

生
ま
れ
の
伊
尹
の
み
弱
年
で
、
同
行
し
た
理
由
は
分
か

ら
な
い
が
、
朝
忠
と
敦
忠
に
は
深
い
交
友
関
係
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で

に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

(

８)

。
清
正
は
、
雅
正
の
実
弟
で
あ
り
、
三
十
六
歌
仙
の
一

人
で
あ
っ
た
。
雅
正
の
妻
方
関
係
が
弟
の
清
正
に
及
ん
で
朝
忠
と
も
繋
が
る
よ
う

に
な
っ
た
次
第
は
容
易
に
推
定
で
き
る
。
こ
の
兄
弟
の
仲
の
よ
さ
は
、｢

藤
原
の

雅
正
が
豊
前
守
に
侍
り
け
る
時
、
為
頼
が
お
ぼ
つ
か
な
し
と
て
下
り
侍
り
け
る
に
、

馬
の
は
な
む
け
し
侍
る
と
て
／
藤
原
清
正
／
思
ふ
人
あ
る
方
へ
ゆ
く
別
れ
路
を
惜

し
む
心
ぞ
か
つ
は
わ
り
な
き｣

(

拾
遺
集
・
別
・
三
三
二)

と
あ
る
こ
と
で
も
理

解
で
き
よ
う
。
豊
前
守
と
な
っ
た
雅
正
を
気
が
か
り
に
思
っ
た
息
子
の
為
頼
が
、

父
の
も
と
に
下
向
す
る
際
に
、
雅
正
の
弟
で
、
為
頼
の
叔
父
と
な
る
清
正
が
餞
別

の
席
で
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
親
密
な
家
族
関
係
が
読
み
取
れ
よ
う
。
清
正
も
、

兄
に
な
ら
っ
て
朝
忠
や
敦
忠
と
交
遊
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

音
羽
山
荘
で
の
伊
勢
歌
は
、
敦
忠
と
の
交
遊
関
係
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
亡

き
敦
忠
を
偲
ん
だ
朝
忠
・
清
正
の
歌
に
よ
っ
て
、
雅
正
も
加
え
た
こ
れ
ら
の
人
々

が
敦
忠
生
前
に
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
そ
し
て
、

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
伊
勢
を
巻
き
込
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。『

伊
勢

集』

で
見
る
限
り
、
朝
忠
・
雅
正
・
敦
忠
の
三
人
は
別
個
に
伊
勢
と
か
か
わ
っ
て

い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
歌
人
た
ち
は
、
清
正
も
含
め
て
一

つ
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
伊
勢
と
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ

れ
ら
男
性
歌
人
相
互
の
交
遊
関
係
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

五

朝
忠
・
雅
正
・
清
正
・
敦
忠
ら
の
交
遊

朝
忠
と
雅
正
と
は
、
縁
戚
関
係
を
維
持
し
て
、
お
互
い
の
父
同
士
の
交
遊
関
係

を
引
き
継
い
で
い
る
。
堤
中
納
言
兼
輔
と
三
条
右
大
臣
定
方
の
交
遊
は
、
す
で
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
兼
輔
と
定
方
の
二
人
は
ま
た
、
式
部
卿
敦
慶
親
王
と
深

く
か
か
わ
っ
て
い
た
。
定
方
に
関
し
て
は
、『

三
条
右
大
臣
集』

に

｢

相
撲
の
還

�
の
暮
つ
方
、
女
郎
花
を
折
り
て
式
部
�
の
親
王
の
挿
頭
に
挿
し
た
ま
ふ
と
て｣

(

三)

、｢

同
じ
親
王
の
御
も
と
に
お
は
し
遊
び
給
ひ
け
る
に
、
女
郎
花
を
折
り
て

か
の
親
王
に
挿
頭
に
給
う
け
る
に｣

(

四)

、
な
ど
と
あ
り
、
こ
の
こ
と
は

『

大
和

物
語』

二
九
段
に
も
見
ら
れ
る
。
兼
輔
で
は
同
集
に

｢

式
部
�
の
親
王
、
如
月
の

花
盛
り
に
隠
れ
給
へ
り
け
る
時
、
兼
輔
中
納
言
の
詠
み
て
聞
こ
え
さ
せ
は
べ
り
け

る｣
(

三
四)

と
あ
り
、
同
じ
く

『

大
和
物
語』

七
一
段
に
あ
っ
て
、
さ
ら
に
文

意
が
通
り
に
く
い
が
、『

兼
輔
集』

の

｢

故
式
部
�
住
み
給
ひ
し
四
条
の
宮
に
て
、

今
の
式
部
�
は
じ
め
給
ひ
け
る
日
、
今
の
と
あ
る
は
入
道
の
な
り｣

(

一
〇
一)

と
あ
る

｢
故
式
部
�｣

は
敦
慶
親
王
で
あ
っ
た
。
伊
勢
は
、
敦
慶
親
王
と
関
係
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
定
方
や
兼
輔
と
も
交
渉
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
子
息
た
ち
も
、
伊
勢
と
か
か
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

朝
忠
と
敦
忠
と
の
親
密
さ
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
明
ら
か
で
あ
る
。
敦
忠
と

歌
人
伊
勢
の
家
と
そ
の
交
遊
関
係
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雅
正
と
は
、
音
羽
山
荘
に
清
正
が
赴
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
交
遊
関
係
は
推
定

で
き
る
し
、
何
よ
り
も
敦
忠
は
雅
正
の
女
に
求
婚
し
て
い
た
。

雅
正
が
女
に
言
ひ
は
じ
め
侍
り
け
る
、
侍
従
に
侍
り
け
る
時

権
中
納
言
敦
忠

身
に
し
み
て
思
ふ
心
の
年
経
れ
ば
つ
ひ
に
色
に
も
出
で
ぬ
べ
き
か
な

(

拾
遺
集
・
恋
一
・
六
三
三)

朝
忠
と
雅
正
、
朝
忠
と
敦
忠
、
敦
忠
と
雅
正
・
清
正
の
交
遊
が
確
認
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
四
者
が
互
い
に
親
密
で
一
つ
の
集
団
を
作
っ
て
い
た
こ
と
は

明
白
で
あ
り
、
と
も
に
伊
勢
に
か
か
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
集
団
は

伊
勢
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
女
性
歌
人
と
も
一
緒
に
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の

相
手
は
、
保
明
親
王
の
乳
母
子
大
輔
と
、
藤
原
季
縄
女
で
、
醍
醐
帝
中
宮
穏
子
の

女
房
で
あ
っ
た
右
近
で
あ
る
。
大
輔
か
ら
確
認
し
た
い
。
な
お
、
季
縄
は

『

大
和

物
語』

一
〇
〇
段
か
ら
宇
多
帝
近
親
で
あ
る
と
知
ら
れ
、
そ
の
花
の
宴
の
翌
日
に

伊
勢
と
贈
答
し
て
い
る

(

伊
勢
集
Ⅰ
・
九
九
、
一
〇
〇)

。

�

大
輔
が
も
と
に
ま
う
で
き
た
り
け
る
に
、
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
帰
り
て

又
の
朝
に
遣
は
し
け
る

朝
忠
朝
臣

い
た
づ
ら
に
立
帰
り
に
し
白
浪
の
な
ご
り
に
袖
の
ひ
る
時
も
な
し

(

後
撰
集
・
恋
四
・
八
八
四)

�

大
輔
が
曹
司
に
、
敦
忠
の
朝
臣
の
物
へ
遣
は
し
け
る
文
を
持
て
違
へ
た

り
け
れ
ば
、
遣
は
し
け
る

大
輔

道
知
ら
ぬ
も
の
な
ら
な
く
に
足
引
き
の
山
ふ
み
迷
ふ
人
も
あ
り
け
り

返
し

敦
忠
朝
臣

し
ら
が
し
の
雪
も
き
え
に
し
葦
引
の
山
ぢ
を
誰
か
ふ
み
迷
ふ
べ
き

(

後
撰
集
・
雑
三
・
一
二
〇
五
、
一
二
〇
六)

�

雅
正
が
、
宿
直
物
を
と
り
違
へ
て
、
大
輔
が
も
と
へ
持
て
来
た
り
け
れ

ば

大
輔

故
里
の
奈
良
の
都
の
始
め
よ
り
な
れ
に
け
り
と
も
み
ゆ
る
衣
か

返
し

雅
正

古
り
ぬ
と
て
思
ひ
も
捨
て
じ
唐
衣
よ
そ
へ
て
あ
や
な
怨
み
も
ぞ
す
る

(

後
撰
集
・
雑
一
・
一
一
一
三
、
一
一
一
四)

三
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
大
輔
と
か
か
わ
っ
て
い
た
事
情
が
窺
え
よ
う
。
し
か
し
、

『

後
撰
集』

の
場
合
は
、
こ
の
三
人
は
混
線
し
て
い
て
、
他
人
の
詠
歌
で
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。
�
は

『

朝
忠
集』

に
あ
る
の
で
問
題
は
な
い
も
の
の
、
�
の
贈

答
歌
は
、『

朝
忠
集』

に
も

『

敦
忠
集』

に
も
あ
り
、
果
た
し
て
ど
ち
ら
の
も
の

か
分
か
り
に
く
い
。
�
は
雅
正
の
こ
と
と
す
る
が
、『

朝
忠
集』

で
は
朝
忠
の
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
他
の
ケ
ー
ス
で
は
、『

後
撰
集』

八
九
〇
番
歌
が
敦
忠
の
歌

と
し
て
い
る
が
、『

朝
忠
集』

に
も
入
っ
て
い
る
。
こ
の
三
人
の
歌
は
取
り
違
え

ら
れ
て
混
線
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
し
か
し
た
ら
三
例
と
も
朝
忠
の
歌
で
あ
っ

た
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
雅
正
と
敦
忠
が
大
輔
と
関
係
し
た
次
第
は
、

取
り
違
え
と
い
う
こ
と
で
共
通
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
一
人
の
こ
と
で
あ
っ
た
可

能
性
も
あ
る
。

こ
の
混
線
し
た
事
態
は
、｢

あ
さ
た
だ｣

｢

ま
さ
た
だ｣

｢

あ
つ
た
だ｣

と
い
う

表
記
の
近
似
だ
け
で
な
く
、
三
人
に
共
通
す
る
後
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
集
編
纂

に
か
か
わ
り
、
そ
の
過
程
で
混
線
し
た
事
情
が
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

し
て
、
混
線
す
る
ほ
ど
三
人
の
居
場
所
が
共
通
し
て
親
密
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

歌
の
内
容
、
大
輔
と
の
関
係
性
は
省
略
し
、
誰
の
も
の
か
に
問
題
は
残
す
も
の
の
、

勅
撰
集
で
あ
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
こ
と
に
し
て
、
三
人
そ
れ
ぞ
れ
が
大
輔
と
か
か

わ
っ
た
次
第
を
確
認
し
た
こ
と
に
し
て
お
き
た
い
。
三
人
は
大
輔
を
め
ぐ
っ
て
抜

け
が
け
的
に
争
っ
た
の
で
は
な
く
、
互
い
に
親
密
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ぞ

れ
が
示
し
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
大
輔
と
の
交
渉
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。右

近
と
の
ケ
ー
ス
は
、
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
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�

右
近
に
は
じ
め
て

淀
川
の
汀
に
生
ふ
る
若
草
の
根
を
し
尋
ね
ば
底
も
知
り
な
ん

(

西
本
願
寺
本
朝
忠
集
・
四
五)

�

中
納
言
敦
忠
、
兵
衛
佐
に
侍
り
け
る
時
に
、
忍
び
て
言
ひ
契
り
て
侍
り

け
る
こ
と
の
世
に
聞
こ
え
侍
り
に
け
れ
ば

右
近

人
知
れ
ず
頼
め
し
事
は
柏
木
の
も
り
や
し
に
け
む
世
に
ふ
り
に
け
り

(

拾
遺
集
・
雑
恋
・
一
二
二
二)

雅
正
と
右
近
の
こ
と
は
見
出
せ
な
い
が
、
朝
忠
と
敦
忠
が
か
か
わ
っ
て
お
り
、

と
も
に
恋
愛
関
係
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
先
に
関
係
し
た
か
は
不
明
だ

が
、
親
密
な
二
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
お
互
い
に
右
近
に
興
味
を
持
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
浮
舟
に
絡
ん
だ
薫
と
匂
宮
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、

同
じ
女
性
に
二
人
し
て
か
か
わ
っ
た
こ
と
は
確
か
と
な
ろ
う
。
�
の
こ
と
は
、

『

大
和
物
語』

八
一
段
に
、｢

季
縄
の
少
将
の
女
の
右
近
、
故
后
の
宮

(

穏
子)

に

さ
ぶ
ら
ひ
け
る
こ
ろ
、
故
中
納
言
敦
忠
の
君
お
は
し
け
る
こ
ろ
、
頼
め
た
ま
ふ
こ

と
な
ど
あ
り
け
る
を
…｣

と
語
ら
れ
て
も
い
る
。
な
お
、
大
輔
は
右
近
と
と
も
に

『

大
和
物
語』

の
人
物
で
も
あ
り
、
も
っ
と
多
様
な
男
性
関
係
を
保
持
し
て
い
た
。

そ
の
詳
細
は
す
で
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で

(

９)

、
こ
こ
で
の
言
及
は
省
略
し
た
い
。

以
上
、
簡
単
な
が
ら
問
題
と
し
て
い
る
歌
人
た
ち
が
互
い
に
親
密
で
集
団
を
形

成
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
伊
尹
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

父
た
ち
の
世
代
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
は
集
団
を
な
し
て
い
た
こ
と

に
な
ろ
う
。
こ
の
集
団
は
、
若
き
右
近
や
大
輔
に
対
し
て
恋
愛
感
情
を
共
通
に
抱

き
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
伊
勢
と
も
交
渉
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
伊
勢
の
場
合

は
、
歌
人
と
し
て
の
尊
敬
の
念
に
よ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
そ
の
贈
答
歌

で
明
ら
か
で
あ
る
。
伊
勢
は
、
こ
う
し
た
は
る
か
年
下
の
若
き
歌
人
た
ち
と
の
交

流
を
自
ら
望
ん
で
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
交
流
の
場
が
伊
勢
の
家
で
あ

り
、
敦
忠
の
音
羽
山
荘
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

伊
勢
と
か
か
わ
っ
た
歌
人
た
ち
、
そ
し
て
、
大
輔
や
右
近
は
、『

大
和
物
語』

の
登
場
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
物
語
は
、
こ
れ
ら
の
人
物
た
ち
の
交
流
を
ま
の

あ
た
り
に
で
き
た
人
物
が
か
か
わ
っ
て
成
立
し
た
可
能
性
が
浮
上
し
よ
う
。
ま
た
、

雅
正
・
清
正
と
朝
忠
は
、
紫
式
部
と
夫
宣
孝
の
祖
先
で
あ
っ
た
。『

源
氏
物
語』

が
い
か
に

『

伊
勢
集』

に
斟
酌
し
て
い
た
か
は
前
稿

(

�)

で
扱
っ
た
が
、
そ
の
契
機
の

一
つ
と
し
て
、
先
祖
た
ち
が
伊
勢
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。『

伊
勢
集』

を
読
み
解
く
こ
と
は
、｢

伊
勢
日
記｣

以
外
で
も
限
り
な
く

『

源
氏
物
語』

の
成
立
を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

注

(

1)

岡
崎
知
子

｢

伊
勢
伝
考｣

(『

平
安
朝
女
流
作
家
の
研
究』

法
蔵
館
、
一
九
六
七
・

八)

。

(

2)

朝
忠
で
は
な
く
敦
忠
に
対
し
て
も

『

公
卿
補
任』

天
慶
六
年
条
に

｢

号
枇
杷
中
納

言
又
土
御
門
又
本
院｣

と
あ
り
、
敦
忠
も

｢

土
御
門
中
納
言｣

と
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し

『

尊
卑
分
脈』

に
は

｢

土
御
門｣

が
な
く
、『

公
卿
補
任』

の
誤
入
と
考
え

て
お
く
。

(

3)

山
下
道
代

『

伊
勢
集
の
風
景』

(

臨
川
書
店)

。

(

4)

注(

1)

及
び
、
平
野
由
紀
子

｢

伊
勢
の
家｣

(『

平
安
和
歌
研
究』

風
間
書
房
、
二

〇
〇
八
・
三)

が
伊
勢
の
家
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
本
稿
は
こ
の
驥
尾
に
付
す
。

(

5)

太
田
清
六

｢

藤
原
道
長
の
邸
宅
に
就
い
て｣

(『

考
古
学
雑
誌』

第
三
十
一
巻
四
号
、

一
九
四
一
。
朧
谷
寿
他
編

『

平
安
京
の
邸
第』

望
稜
舎
、
一
九
八
七
・
五
に
再
録)

。

(
6)

角
田
文
衞

｢

紫
式
部
の
居
宅｣

(『

紫
式
部
の
世
界』

著
作
集
7
、
法
蔵
館
、
一
九

八
四
・
一
二)

。

(

7)
拙
稿

｢

遣
水
の
滝
を
詠
む
和
歌

『

伊
勢
集』

と
敦
忠
の
音
羽
山
荘
か
ら

｣

(『

大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―』

40
、
二
〇
〇
八
・
三)

。

(

8)

川
村
裕
子

｢
朝
忠
達
の
交
遊

延
喜
九
年
か
ら
天
慶
九
年

｣
(『

和
歌
文
学

研
究』

50
、
一
九
八
五
・
四)

。

歌
人
伊
勢
の
家
と
そ
の
交
遊
関
係

― 11―( 11 )



(

9)

鈴
木
佳
與
子

｢

右
近｣

｢

大
輔｣

(『

大
和
物
語
の
人
々』

笠
間
書
院
、
一
九
七
九
・

三)

。

(
10)

拙
稿

｢『

伊
勢
集』

と

『

源
氏
物
語』

伊
勢
歌
の
歌
句
引
用

｣
(『

大
妻
国

文』

39
、
二
〇
〇
八
・
三)

。
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