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一

　
『
古
今
集
』
が
延
喜
五
年
に
奏
上
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ

て
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う）

1
（

。
た
だ
し
、
そ
の
編
纂
作
業
が
ど
の
よ
う
に
行

わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
な
解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

例
え
ば
、『
古
今
集
』の
編
纂
作
業
を
知
る
上
で
重
要
な
資
料
と
考
え
ら
れ
る
仮
名
序
、

真
名
序
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
古
今
集
』
の
編
纂
作
業
を
伝
え
る
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る）

2
（

。延
喜
五
年
四
月
十
八
日
に
、
大
内
記
紀
友
則
、
御
書
所
預
紀
貫
之
、
前
甲
斐
少

目
凡
河
内
躬
恒
、
右
衛
門
府
生
壬
生
忠
岑
ら
に
仰
せ
ら
れ
て
、『
万
葉
集
』
に

入
ら
ぬ
古
き
歌
、
み
づ
か
ら
の
を
も
奉
ら
し
め
給
ひ
て
な
む
。

　

そ
れ
が
な
か
に
、
梅
を
挿
頭
す
よ
り
は
じ
め
て
、
郭
公
を
聞
き
、
紅
葉
を
折

り
、
雪
を
見
る
に
い
た
る
ま
で
、
ま
た
、
鶴
亀
に
つ
け
て
君
を
思
ひ
、
人
を
も

祝
ひ
、
秋
萩
・
夏
草
を
見
て
つ
ま
を
恋
ひ
、
逢
坂
山
に
い
た
り
て
手
向
を
祈

り
、
あ
る
は
、
春
夏
秋
冬
に
も
入
ら
ぬ
く
さ
ぐ
さ
の
歌
を
な
む
撰
ば
せ
給
ひ
け

る
。
す
べ
て
千
歌
二
十
巻
、
名
づ
け
て
『
古
今
和
歌
集
』
と
い
ふ
。

                                                              　
　
　
　
（
仮
名
序
）

爰
詔
二
大
内
記
紀
友
則
。
御
書
所
預
紀
貫
之
。
前
甲
斐
少
目
凡
河
内
躬
恒
。
右

衛
門
府
生
壬
生
忠
岑
等
一
。
各
献
二
家
集
。
幷
古
来
旧
哥
一
。
曰
二
続
万
葉
集
一
。

於
レ
是
重
有
レ
詔
。
部
二
類
所
レ
奉
之
歌
一
。
勒
為
二
二
十
巻
一
。
名
曰
二
古
今
和
歌

集
一
。

　
（
爰
に
、
大
内
記
紀
友
則
、
御
書
所
預
紀
貫
之
、
前
甲
斐
少
目
凡
河
内
躬
恒
、

右
衛
門
府
生
壬
生
忠
岑
等
に
詔
し
て
、
各
の
家
の
集
幷
び
に
古
来
の
旧
歌
を
献

ぜ
し
む
。
続
万
葉
集
と
曰
ふ
。
是
に
於
き
て
、
重
ね
て
詔
あ
り
て
、
奉
る
所
の

歌
を
部
類
し
て
、
勒
し
て
二
十
巻
と
為
す
。
名
づ
け
て
古
今
和
歌
集
と
曰
ふ
。） 

（
真
名
序
）

右
に
引
用
し
た
仮
名
序
、
真
名
序
の
記
述
に
よ
る
と
、『
古
今
集
』
の
編
纂
に
は
二

つ
の
段
階
、
す
な
わ
ち
、
歌
人
達
に
命
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
家
集
お
よ
び
古
歌
を
献
上

せ
よ
と
の
詔
を
下
し
、
そ
れ
ら
を
献
上
さ
せ
た
段
階
と
、
そ
の
後
さ
ら
に
詔
を
下
し

て
、
そ
れ
ら
集
め
ら
れ
た
歌
を
部
類
し
て
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
歌
集
の
体
裁
に
整
え

る
と
い
う
作
業
を
行
わ
せ
た
と
い
う
二
つ
の
段
階
が
あ
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る

が
、
こ
の
歌
人
た
ち
に
歌
を
献
上
さ
せ
る
と
い
う
最
初
の
詔
、
す
な
わ
ち
前
詔
が
下

さ
れ
た
時
期
と
、
そ
れ
ら
の
歌
を
取
捨
選
択
し
て
二
十
巻
に
部
類
す
る
と
い
う
作
業

『
古
今
和
歌
集
』
の
成
立
過
程
（
上
）

　
　

― 

前
詔
、
後
詔
の
時
期
を
中
心
に 

―

 

平　

沢　

竜　

介
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を
行
う
こ
と
を
命
じ
た
後
の
詔
、
す
な
わ
ち
後
詔
が
下
さ
れ
た
時
期
は
い
つ
な
の
か

と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
未
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
二
つ
の
詔
が
下
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
一
つ
の
仮
説
を
提
示
し
、
そ

れ
を
も
と
に
『
古
今
集
』
が
ど
の
よ
う
に
編
纂
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て

も
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
前
詔
、
後
詔
の
下
さ
れ
た
時
期
を
解
明
す
る
に
は
、

ま
ず
こ
の
問
題
に
関
し
て
提
示
さ
れ
た
従
来
の
諸
説
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

二

　

熊
谷
直
春）

3
（

は
、
延
喜
二
年
三
月
二
十
日
に
行
わ
れ
た
飛
香
舎
の
藤
花
の
宴
に
注
目

し
、　

こ
の
宴
の
事
は
、『
日
本
紀
略
』
に
、「
三
月
廿
日
。
於
二
飛
香
舎
一
有
二
藤
花

宴
一
。」
と
あ
る
。
そ
し
て
、『
河
海
抄
』
の
宿
木
に
引
く
『
延
喜
御
記
』
に
よ

る
と
、
こ
の
宴
は
、
時
平
の
献
物
に
基
づ
く
も
の
で
、
和
歌
管
弦
の
遊
び
が
行

わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
記
録
に
現
わ
れ
た
醍
醐
天
皇
の
和
歌
の
宴
は
、
こ

れ
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
の
歌
は
、
御
製
・
藤
原
敏
行
・
定
方
の
作
が

『
新
古
今
集
』（
一
六
三
）、『
新
千
載
集
』（
一
七
九
）、『
新
続
古
今
集
』（
一
九

七
）
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
時
平
を
は
じ
め
群
臣
す
べ
か
ら
く
披
露
に
及
ん

だ
も
の
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
顔
ぶ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
夜
に
和
歌
勅
撰

の
事
が
内
々
に
話
題
に
の
ぼ
っ
た
よ
う
に
想
像
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
こ
の

こ
ろ
撰
者
た
ち
は
、
す
で
に
時
平
の
知
遇
を
得
て
お
り
、
醍
醐
天
皇
―
時
平
―

撰
者
と
結
ば
れ
た
、
和
歌
勅
撰
の
事
業
の
機
運
が
盛
り
あ
が
っ
て
い
た
こ
ろ
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
し
て
、
前
詔
が
下
さ
れ
た
の
は
こ
の
延
喜
二
年
三
月
二
十
日
に
催
さ
れ
た
藤
花
宴

の
頃
と
推
定
し
、
貫
之
集
に
収
め
ら
れ
る

延
喜
御
時
や
ま
と
歌
知
れ
る
人
々
、
今
昔
の
歌
奉
ら
し
め
給
ひ
て
承
香
殿

の
東
な
る
所
に
て
、
え
ら
ば
し
め
給
ふ
。
は
じ
め
の
日
よ
り
く
る
る
ま
で

と
か
く
い
ふ
間
に
、
御
前
の
桜
の
木
に
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
を
、
四
月
六

日
の
夜
な
れ
ば
、
珍
し
が
ら
せ
給
ひ
て
、
召
し
出
し
給
ひ
て
よ
ま
せ
給
ふ

る
に
奉
る

　
　

こ
と
夏
は
い
か
が
鳴
き
け
ん
ほ
と
と
ぎ
す
こ
よ
ひ
ば
か
り
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

と
い
う
歌
の
詞
書
は
「
家
集
並
古
来
旧
歌
」
の
献
上
の
開
始
を
示
し
て
い
る
と
し
て
、

「
家
集
並
古
来
旧
歌
」
の
献
上
の
開
始
を
延
喜
二
年
四
月
六
日
と
す
る
。

　

熊
谷
は
さ
ら
に
、
そ
の
後
完
成
し
た
「
家
集
並
古
来
旧
歌
」
が
献
上
さ
れ
た
時
期

に
つ
い
て
、

『
古
今
集
』
に
入
収マ
マ

さ
れ
て
い
る
貫
之
の
「
古
歌
奉
り
にマ
マ

時
の
目
録
の
そ
の
長

歌
」（
一
〇
〇
二
）
に
、「
猶
あ
ら
た
ま
の　

と
し
を
へ
て
」
と
あ
る
こ
と
に
よ

る
。
そ
の
長
歌
は
、
貫
之
の
献
上
し
た
「
古
来
旧
歌
」
に
添
え
た
も
の
で
あ
る

が
、
右
の
一
節
に
よ
っ
て
、
こ
の
撰
集
の
た
め
に
、「
ず
っ
と
幾
年
も
」
へ
た

こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
、
一
年
で
は
短
く
、
少

な
く
と
も
二
、
三
年
は
経
過
し
た
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
長
歌
に
、
撰
集

の
た
め
に
「
大
宮
に
の
み　

ひ
さ
か
た
の　

昼
夜
わ
ずマ

かマ　

仕
ふ
と
て　

か
へ

り
み
も
せ
ぬ　

わ
が
宿
の　

し
の
ぶ
草
お
ふ
る　

い
た
ま
あ
ら
み　

降
る
春
雨

の　

も
り
や
し
ぬ
ら
む
」
と
も
あ
る
。
そ
の
長
歌
は
一
種
の
申
し
文
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、「
わ
が
宿
の
」
以
降
は
、
い
く
ら
申
し

文
と
は
言
え
、
一
年
の
撰
集
の
結
果
で
は
、
オ
ー
バ
ー
と
言
う
べ
き
表
現
で
あ

ろ
う
。

と
指
摘
し
た
上
で
、

　

と
こ
ろ
で
、「
家
集
並
古
来
旧
歌
」
献
上
の
時
期
で
あ
る
が
、
貫
之
の
長
歌
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『古今和歌集』の成立過程（上）

の
「
と
し
を
へ
て
」
と
あ
る
記
載
に
よ
っ
て
、
撰
集
開
始
後
「
と
し
を
へ
」
た

と
み
て
、
延
喜
三
年
よ
り
も
四
年
を
適
切
な
も
の
と
判
断
し
た
が
、
そ
れ
も
春

の
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
論
述
の
都
合
上
、
こ
の
季
節
か
ら
の
べ
て
み
る

と
、
貫
之
の
献
上
し
た
「
古
来
旧
歌
」
に
添
え
た
「
古
歌
奉
り
し
時
の
目
録
の

そ
の
長
歌
」（
前
掲
）
に
、「
か
へ
り
み
も
せ
ぬ　

わ
が
宿
の　

し
の
ぶ
草
お
ふ

る　

い
た
ま
あ
ら
み　

降
る
春
雨
の　

も
り
や
し
ぬ
ら
む
」
と
あ
り
、
窪
田
空

穂
氏
が
『
古
余マ
マ

和
歌
集
評
釈
』
で
、「『
降
る
春
雨
』
は
、
撰
の
こ
と
の
終
っ

て
、
目
録
を
添
え
た
折
柄
、
春
雨
が
降
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
捉
え
た
も
の

と
取
れ
る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
正
し
い
鑑
賞
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

と
推
定
し
、さ
ら
に
、『
古
今
集
』完
成
の
た
め
の
部
類
作
業
は
、貫
之
が
献
上
し
た「
古

来
旧
歌
」
の
部
類
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
せ
い
ぜ
い
一
年
と
見
て
十
分
で
あ

ろ
う
か
」
と
し
て
、
後
詔
の
下
っ
た
時
期
を
「
家
集
並
古
来
旧
歌
」
の
献
上
さ
れ
た

直
後
の
延
喜
四
年
春
と
想
定
す
る
。

　

村
瀬
敏
夫
も
、

　

も
し
仮
り
に
、
藤
花
宴
以
前
に
撰
集
の
命
が
下
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
藤
花

宴
で
和
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
和
歌
勅
撰
の
業
を
推
進

す
る
た
め
の
も
の
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
卑
官
の
撰
者
ら
は
そ
の
場
に
出
席
し
な

く
と
も
、
当
日
の
記
録
を
『
古
今
集
』
の
撰
収マ
マ

資
料
と
し
て
付
与
さ
れ
た
こ
と

だ
ろ
う
。
し
か
る
に
『
古
今
集
』
に
こ
の
藤
花
宴
歌
が
一
首
も
採
ら
れ
て
い
な

い
の
は
、
や
は
り
藤
花
宴
以
後
に
撰
者
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の

で
、
藤
花
宴
が
契
機
と
な
っ
て
撰
集
の
業
が
計
画
さ
れ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

と
指
摘
し
て）

4
（

、
熊
谷
同
様
、
前
詔
を
延
喜
二
年
、
後
詔
を
延
喜
四
年
と
推
定
す
る
。

た
だ
し
村
瀬
は
、『
古
今
集
』
巻
十
九
に
収
め
ら
れ
る
壬
生
忠
岑
の
「
古
歌
に
加
へ

て
奉
れ
る
長
歌
」
の

（
前
略
）　

か
く
は
あ
れ
ど
も　

照
る
光　

近
き
衛
り
の　

身
な
り
し
を　

誰
か

は
秋
の　

来
る
方
に　

欺
き
い
で
て　

御
垣
よ
り　

外
の
重
守
る
身
の　

御
垣

守　

を
さ
を
さ
し
く
も　

思
ほ
え
ず　

九
の
重
ね
の　

中
に
て
は  

嵐
の
風
も　

聞
か
ざ
り
き　

今
は
野
山
し　

近
け
れ
ば　

春
は
霞
に　

た
な
び
か
れ　

夏
は

空
蝉　

な
き
暮
ら
し　

秋
は
時
雨
に　

袖
を
貸
し　

冬
は
霜
に
ぞ　

責
め
ら
る

る
（
後
略
）　

と
い
う
箇
所
を
引
用
し
て
、

　

こ
れ
は
忠
岑
が
右
近
番
長
か
ら
右
衛
門
府
生
に
遷
任
さ
せ
ら
れ
た
の
を
嘆
い

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
転
出
は
順
任
と
す
べ
き
も
の
で
、
従
来
外
ま
わ
り
の

仕
事
に
つ
い
て
い
た
忠
岑
を
事
務
職
た
る
府
生
に
移
し
た
の
は
、
撰
集
作
業
に

対
す
る
便
宜
を
与
え
る
た
め
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
彼
が
こ
れ
を
不
満
と
し
た

の
は
、
衛
門
府
よ
り
近
衛
府
の
方
が
上
級
の
官
司
だ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
近
衛
府

に
勤
務
し
て
、
近
衛
府
生
な
ど
に
任
ぜ
ら
れ
る
の
を
期
待
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ

う
。
し
か
し
当
時
は
勅
撰
和
歌
集
の
撰
者
に
な
っ
た
ぐ
ら
い
で
は
、
思
う
よ
う

な
昇
進
は
望
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
も
し
忠
岑
が
禁
中
の
内
御
書
所
で
撰
集
の
業
に
従
事
す
る
身
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、「
今
は
野
山
し
近
け
れ
ば
」
なマ
マ

と
い
う
訴
嘆
は
し
な
か
っ
た

ろ
う
。
こ
れ
は
右
衛
門
府
で
本
務
に
従
う
か
た
わ
ら
、
前
詔
の
作
業
た
る
資
料

収
集
に
携
わ
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
う
し
た
訴
嘆
を
な
し
た
と
見
ら
れ
よ
う
。
右

衛
門
府
の
位
置
は
猪
隈
の
西
、
西
堀
河
の
東
、
中
御
門
の
南
、
春
日
の
北
に
あ

り
、
こ
こ
は
大
内
裏
の
外
で
、
現
在
の
北
野
神
社
の
南
、
山
陰
本
線
の
線
路
の

北
側
に
接
す
る
地
だ
か
ら
、
衣
笠
山
や
双
が
丘
へ
は
二
キ
ロ
ほ
ど
と
な
り
、

「
今
は
野
山
し
近
け
れ
ば
」
と
い
う
の
も
実
景
を
詠
ん
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
し
、
さ
ら
に
貫
之
の
「
古
歌
奉
れ
る
時
の
目
録
の
序
の
長
歌
」（『
古
今
集
』

一
〇
〇
二
）
に
あ
る

（
前
略
）　

す
べ
ら
ぎ
の　

仰
せ
か
し
こ
み　

巻
々
の　

中
に
尽
く
す
と　

伊
勢
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の
海
の　

浦
の
潮
貝　

拾
ひ
集
め　

取
れ
り
と
す
れ
ど　

玉
の
緒
の　

短
き
心　

思
ひ
あ
へ
ず　

な
ほ
新
玉
の　

年
を
経
て　

大
宮
に
の
み　

久
方
の　

昼
夜
分

か
ず　

仕
ふ
と
て　

か
へ
り
み
も
せ
ぬ　

わ
が
宿
の　

忍
草
生
ふ
る　

板
間
荒

み　

降
る
春
雨
の　

漏
り
や
し
ぬ
ら
ん  

と
い
う
表
現
か
ら

　

こ
こ
で
「
な
ほ
新
玉
の　

年
を
経
て　

大
宮
に
の
み　

久
方
の　

昼
夜
分
か

ず　

仕
ふ
と
て
」
と
あ
る
の
を
熊
谷
氏
は
、
内
御
書
所
に
お
け
る
撰
修
作
業
を

指
す
と
見
て
い
ら
れ
る
が
、
貫
之
は
卑
官
な
が
ら
奉
詔
以
前
か
ら
禁
中
に
仕

え
、
当
時
は
内
裏
の
式
乾
門
内
東
掖
の
御
書
所
に
出
仕
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の

勤
務
状
態
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
忠
岑
が
前
出
の
長
歌
で
、

「
か
か
る
わ
び
し
き　

身
な
が
ら
に　

積
も
れ
る
年
を　

記
せ
れ
ば　

五
つ
の

六
つ
に　

な
り
に
け
り
」
と
、
三
十
年
に
及
ぶ
宮
仕
え
の
労
苦
を
述
べ
て
い
る

の
と
照
応
す
る
。

　

さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、「
取
れ
り
と
す
れ
ど
」
は
末
尾
の
「
漏
り
や
し
ぬ
ら

ん
」
に
か
か
る
も
の
で
、
こ
の
「
漏
り
や
し
ぬ
ら
ん
」
の
理
由
と
な
っ
て
い
る

の
が
、「
玉
の
緒
の
…
…
仕
ふ
と
て
」
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
詔
の
作
業

が
、
御
書
所
預
と
し
て
の
本
来
の
職
務
と
並
行
し
て
行
わ
れ
た
の
で
、
撰
集
の

み
に
専
念
で
き
な
い
恨
み
を
訴
え
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。

と
指
摘
す
る）

5
（

。「
玉
の
緒
の
…
…
仕
ふ
と
て
」が「
漏
り
や
し
ぬ
ら
ん
」の
理
由
と
な
っ

て
い
る
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
貫
之
が
前
詔
に
よ
る
作

業
を
宮
中
で
行
っ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。
村
瀬
は
さ
ら
に

真
名
序
に
「
各
献
二
家
集
幷
古
来
旧
歌
一
」
と
あ
る
の
は
、
各
人
が
個
別
に
家

集
と
古
歌
集
と
を
献
じ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
協
同
作
業
に
よ
っ
て

一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
献
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
家
集
が
個
別
に
献
上

さ
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
古
歌
集
ま
で
個
別
と
い
う
の
は
重
複
の
お
そ
れ

が
あ
る
が
、
し
か
し
前
出
の
忠
岑
の
長
歌
に
見
る
よ
う
に
、
彼
が
古
歌
に
添
え

て
私
的
な
不
満
を
訴
え
て
い
る
の
も
、
個
人
的
に
献
じ
た
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
う
し
た
申
文
的
な
性
格
を
持
つ
長
歌
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

と
指
摘
す
る
。
村
瀬
は
先
に
示
し
た
貫
之
集
の
詞
書
が
示
し
て
い
る
の
は
、
延
喜
二

年
の
前
詔
直
後
の
状
況
で
は
な
く
、
後
詔
に
よ
っ
て
、
献
上
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
歌

人
た
ち
の
家
集
と
そ
れ
に
付
さ
れ
た
古
歌
を
部
類
、
編
集
す
る
作
業
の
始
ま
っ
た
状

況
を
示
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

　

熊
谷
、
村
瀬
の
指
摘
を
承
け
て
山
口
博
は
、
延
喜
二
年
三
月
二
十
日
の
藤
花
宴
で

家
集
・
古
歌
集
の
大
規
模
な
収
集
が
発
議
さ
れ
、
ま
も
な
く
前
詔
が
下
さ
れ
た
と
す

る
が
、
後
詔
の
時
期
に
関
し
て
は
「
村
瀬
氏
、
熊
谷
氏
が
前
詔
の
事
業
期
間
を
二
年

間
と
す
る
の
は
永
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
て
、
後
詔
は
延
喜
三
年
三
月

に
下
さ
れ
た
と
し
、
同
年
四
月
六
日
に
後
詔
に
よ
る
事
業
が
承
香
殿
東
廂
で
開
始
さ

れ
た
と
す
る）

6
（

。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
前
詔
が
延
喜
二
年
に
下
さ
れ
た
と
推
定
す
る
こ
れ
ら
一
連
の
指
摘

に
対
し
、
臼
田
甚
五
郎
は
前
詔
は
昌
泰
元
年
（
寛
平
十
年
）
に
下
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
の
推
定
を
試
み
て
い
る）

7
（

。
臼
田
は

　
「
三
十
六
人
歌
仙
伝
」
に
よ
る
と
、
紀
友
則
が
寛
平
九
年
正
月
十
一
日
に
土

佐
椽
に
任
ぜ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
僅
か
一
年
経
っ
た
ば
か
り
で
、
寛
平

十
年
正
月
廿
九
日
に
は
、
少
内
記
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
ら
に
、「
古
今

和
歌
集
」
撰
進
の
勅
命
に
対
す
る
膳
立
が
よ
み
取
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

　

勅
命
と
言
っ
て
も
、
醍
醐
天
皇
の
御
歳
は
よ
う
や
く
十
四
歳
で
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
だ
か
ら
、
御
自
身
の
発
意
で
は
あ
る
ま
い
。
多
分
、
文
運
を
推
進
し
て
来

ら
れ
た
三
十
二
歳
の
御
壮
齢
の
御
父
宇
多
上
皇
が
、
御
譲
位
後
の
御
気
軽
さ
か

ら
御
企
て
な
ら
れ
た
の
に
従
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
朱
雀
院
に
於
け
る
女
郎
花
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『古今和歌集』の成立過程（上）

合
に
は
、
そ
う
い
う
空
気
が
反
映
し
て
い
る
と
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
時

の
人
臣
の
一
の
人
時
平
も
出
席
し
て
、
文
運
の
華
を
開
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
和

や
か
さ
が
観
取
出
来
る
。
撰
者
の
三
人
が
参
加
し
て
い
る
の
に
、
紀
友
則
の
名

が
見
え
な
い
の
は
気
に
か
か
る
。
然
し
、
こ
れ
と
て
も
偶
然
に
記
載
が
漏
れ
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。「
古
今
和
歌
集
」
巻
第
十
物
名
に
「
を
み
な
へ
し
」

の
題
で
収
め
ら
れ
た
友
則
の
二
首
は
、
朱
雀
院
の
女
郎
花
合
と
こ
と
わ
っ
て
な

い
け
れ
ど
も
、
そ
の
折
の
形
見
か
も
知
れ
な
い
。

と
し
て
、
前
詔
が
下
さ
れ
た
時
期
を
昌
泰
元
年
（
寛
平
十
年
）
と
想
定
す
る
。

三

　

臼
田
の
説
は
、
延
喜
二
年
三
月
に
催
さ
れ
た
藤
花
宴
の
重
要
性
が
未
だ
十
分
認
識

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
昭
和
三
十
二
年
と
い
う
か
な
り
古
い
時
期
に
提
示

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
こ
の
臼
田
の
説
に
魅
力
を
感
じ
る
。
そ
の
理
由
は
、

寛
平
九
年
当
時
政
治
の
中
枢
に
い
た
宇
多
上
皇
、
藤
原
時
平
ら
と
古
今
集
撰
者
と

な
っ
た
紀
友
則
、紀
貫
之
、凡
河
内
躬
恒
、壬
生
忠
岑
ら
の
和
歌
を
巡
る
動
向
に
あ
る
。

　
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
の
紀
友
則
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
認
め
ら
れ
る）

8
（

。

本
院
大
臣
言
談
之
次
。
於
二
無
官
一
送
二
四
十
年
一
之
由
。
難（
歎
歟
）而
作
歌
。
左
大
臣

返
歌
。

ま
た
、『
後
撰
集
』
巻
十
五
に
は）

9
（

紀
友
則
ま
だ
官
た
ま
は
ら
ざ
り
け
る
時
、
事
の
つ
い
で
侍
て
、「
年
は
い
く
ら

許
に
か
な
り
ぬ
る
」
と
問
ひ
侍
け
れ
ば
、「
四
十
余
り
に
な
ん
な
り
ぬ
る
」
と

申
け
れ
ば

                                                  　
　
　
　
　
　
　
　
　

贈
太
政
大
臣

1077
今
ま
で
に
な
ど
か
は
花
の
咲
か
ず
し
て
四
十
年
あ
ま
り
年
ぎ
り
は
す
る

　
　
　

返
し                                      　
　
　
　
　
　
　
　

 

と
も
の
り

1078
は
る
〴
〵
の
数
は
忘
れ
ず
有
な
が
ら
花
咲
か
ぬ
木
を
な
に
に
植
へ
け
ん

と
い
う
贈
答
が
載
っ
て
い
る
。『
古
今
和
歌
集
目
録
』
の
「
本
院
大
臣
」、『
後
撰
集
』

の
贈
太
政
大
臣
は
藤
原
時
平
で
あ
る
。
紀
友
則
は
寛
平
九
年
正
月
に
土
佐
掾
に
任
命

さ
れ
る
が
、
そ
の
時
友
則
は
四
十
余
歳
で
、
そ
れ
が
初
め
て
の
任
官
で
あ
っ
た
。
友

則
は
従
五
位
下
有
友
の
男
で
あ
り
、
四
十
歳
以
上
に
な
っ
て
も
無
官
な
ど
と
い
う
こ

と
は
普
通
は
考
え
が
た
い
。友
則
が
長
い
間
無
官
で
あ
っ
た
の
は
、彼
が
病
弱
で
あ
っ

た
等
の
理
由
が
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
に
梲
の
上
が

ら
ぬ
友
則
が
土
佐
掾
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
友
則
に
有
力
な
庇
護
者
が
現
れ
た
か
ら

で
は
な
か
ろ
う
か
。
翌
寛
平
十
年
正
月
、
友
則
は
少
内
記
と
な
る
。
内
記
は
中
務
省

に
属
し
、
詔
勅
を
作
成
し
、
御
所
の
記
録
を
掌
る
役
職
で
、『
官
職
秘
鈔
』
の
少
内

記
の
項
に
は）
10
（

文
章
生
。
紀
伝
学
生
。
預
二

本
局
挙
奏
一

任
レ

之
。
其
中
以
二
重
代
者
一

抽
二

補
之
一
。

是
依
レ
任
二
民
部
丞
一
也
。
以
二
能
筆
輩
一
為
レ
最
。
道
風
自
二
兵
衛
尉
一
任
レ
之
。

敏
行
自
二
内
舎
人
一
遷
レ
之
是
也
。
又
文
章
得
業
生
任
レ
之
。

と
あ
り
、
文
章
生
等
の
漢
文
に
秀
で
た
者
、
お
よ
び
能
筆
の
者
が
任
命
さ
れ
る
官
職

で
あ
っ
た
。
友
則
の
場
合
、
四
十
歳
を
過
ぎ
る
ま
で
無
官
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
漢

文
の
才
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
能
筆
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
え
も

な
い
。
そ
の
よ
う
な
友
則
が
土
佐
掾
に
な
っ
た
翌
年
少
内
記
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う

の
は
異
例
の
抜
擢
と
い
え
よ
う
。
友
則
が
、
突
然
土
佐
掾
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
翌
年

適
任
と
も
思
わ
れ
な
い
少
内
記
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
異
例
な
人
事
が
な
さ

れ
る
背
景
に
は
、
彼
を
取
り
立
て
よ
う
と
す
る
強
力
な
権
力
者
の
存
在
を
想
定
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
権
力
者
と
は
、
先
の
『
後
撰
集
』
の
贈
答
を
考
慮
す

る
と
、
藤
原
時
平
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
寛
平
十
年
の
時
点
に
お
い
て
は

大
納
言
と
は
い
え
、
時
平
は
既
に
台
閣
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た）

11
（

。
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で
は
、
な
ぜ
時
平
は
四
十
余
歳
ま
で
無
官
で
あ
っ
た
友
則
を
土
佐
掾
に
推
挙
し
、

少
内
記
に
抜
擢
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
時
平
が
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
を
思
い
立

ち
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
和
歌
を
好
く
す
る
人
物
を
自
ら
の
手
元
に
置
き
た

か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。当
時
和
歌
を
好
く
す
る
者
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

藤
原
敏
行
、
大
江
千
里
、
源
宗
于
、
藤
原
興
風
、
在
原
元
方
、
素
性
等
の
名
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
宇
多
天
皇
と
関
係
を
持
ち
、
時
平
直
属
の

歌
人
で
は
な
か
っ
た
。
自
ら
が
中
心
と
な
っ
て
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
を
行
い
た
い
と

思
っ
て
い
た
時
平
に
と
っ
て
、
直
接
自
ら
の
息
の
か
か
っ
た
歌
人
を
筆
頭
撰
者
に
し

た
い
と
思
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
『
寛
平
御
集
』
に
は）
12
（

、

　
　

 

ま
た
み
こ
に
お
ま
し
〳
〵
け
る
と
き
、
人
の
あ
り
て
、
み
ち
に
さ
ら
せ

た
ま
ふ
と
て

た
ち
よ
り
き
く
も
ち
見
む
ひ
と
の
こ
の
き
ゝ
し
め
て
ゝ
か
へ
ら
む
こ
と
に
か
す

さ
す

　
　

紀
友
則
か
ま
し
け
る

た
ち
よ
り
て
う
ち
み
る
こ
と
に
め
て
ぬ
れ
は
か
へ
り
か
す
を
そ
を
き
つ
め
て
み

る

と
い
う
贈
答
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
宇
多
天
皇
が
皇
子
時
代
に
友
則
と
歌
を
や
り
と

り
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
友
則
は
寛
平
三
年
秋
頃
に
催
さ
れ
た
寛
平
内
裏

菊
合
に
も
出
詠
し
て
い
る
が
、
四
十
を
過
ぎ
て
も
無
官
で
宇
多
天
皇
が
即
位
し
て
九

年
後
の
寛
平
九
年
正
月
に
土
佐
掾
に
任
命
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
友
則
は

宇
多
天
皇
と
強
い
つ
な
が
り
を
感
じ
さ
せ
な
い
。村
瀬
敏
夫
は
、『
古
今
和
歌
集
目
録
』

の
記
述
か
ら
、
友
則
と
敏
行
と
の
強
い
関
係
を
指
摘
し
て
、
宇
多
朝
に
お
け
る
友
則

の
活
躍
は
、
敏
行
の
引
き
立
て
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
が）

13
（

、
歌
壇
で
活
躍
し

始
め
た
ば
か
り
の
友
則
は
、
ま
だ
有
力
な
庇
護
者
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
時
平
が
友
則
を
勅
撰
和
歌
集
の
筆
頭
撰
者
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
や
は
り

友
則
が
優
れ
た
歌
人
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
だ
有
力
な
庇
護
者
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
点
に
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。

　

寛
平
九
年
時
平
が
中
納
言
か
ら
大
納
言
に
任
命
さ
れ
た
の
と
同
時
に
、
菅
原
道
真

が
中
納
言
か
ら
権
大
納
言
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
摂
関
家
の
当
主
で
あ
る
時
平
に

と
っ
て
、
こ
の
時
点
で
も
っ
と
も
厄
介
な
存
在
は
こ
の
道
真
で
あ
っ
た
。
宇
多
天
皇

は
藤
原
摂
関
家
の
勢
力
を
削
ご
う
と
道
真
を
重
用
し
た
が
、
宇
多
天
皇
が
道
真
を
登

庸
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
彼
が
漢
詩
文
に
傑
出
し
、
漢
学
に
も
通
じ
て
律
令
官
人

と
し
て
優
れ
た
資
質
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
時
平
に
は
道
真
ほ
ど

の
漢
学
の
才
能
は
な
か
っ
た
。
漢
詩
文
や
漢
学
に
お
い
て
道
真
に
劣
る
時
平
は
、
道

真
に
対
抗
す
る
た
め
和
歌
を
選
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
道
真
は
和
歌
も
好
く
し

た
が
、
和
歌
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
道
真
に
対
抗
し
う
る
歌
人
は
何
人
も
い
る
。

し
か
も
、
宇
多
天
皇
は
和
歌
に
も
一
方
な
ら
ぬ
興
味
を
抱
い
て
い
た
。
宇
多
天
皇
が

在
位
中
の
寛
平
年
間
は
、（
特
に
基
経
が
亡
く
な
っ
た
寛
平
三
年
以
降
は
）
宇
多
天

皇
が
主
催
し
た
と
想
定
さ
れ
る「
是
貞
親
王
家
歌
合
」「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」と
い
っ

た
大
規
模
な
歌
合
が
催
さ
れ
、「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」に
収
め
ら
れ
た
歌
を
も
と
に
、

菅
原
道
真
に
よ
る『
新
撰
万
葉
集
』の
撰
進
、宇
多
天
皇
の
命
に
よ
る
大
江
千
里
の『
句

題
和
歌
』
の
献
上
な
ど
、
宇
多
天
皇
の
周
辺
で
和
歌
の
催
し
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
こ
う
し
た
宇
多
天
皇
の
並
々
な
ら
ぬ
和
歌
へ
の
愛
着
を
目
に
す
る
に
つ

け
、
時
平
は
自
ら
の
も
と
に
和
歌
を
好
く
す
る
歌
人
を
置
い
て
、
宇
多
天
皇
と
和
歌

を
通
じ
て
良
好
な
関
係
を
築
く
と
と
も
に
、
和
歌
に
よ
る
勅
撰
集
を
編
纂
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
和
歌
を
漢
詩
と
同
等
の
地
位
に
押
し
上
げ
、
漢
詩
文
の
才
に
よ
っ
て
台

頭
し
て
く
る
道
真
お
よ
び
彼
の
門
下
の
官
人
勢
力
に
対
抗
し
、
そ
れ
を
押
さ
え
込
み

た
い
と
い
う
思
い
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
寛
平
九
年
に
宇
多
天
皇
が
譲
位
し
、
醍
醐
天
皇
が
即
位
す
る
と
い
う
タ
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イ
ミ
ン
グ
を
捉
え
て
、
時
平
は
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
の
計
画
を
実
行
す
べ
く
動
き
始

め
た
。
友
則
を
専
門
歌
人
と
し
て
時
平
の
も
と
に
置
く
と
い
う
だ
け
な
ら
、
わ
ざ
わ

ざ
土
佐
掾
に
な
っ
た
ば
か
り
の
友
則
を
少
内
記
に
す
る
必
要
は
な
い
。
内
記
と
い
う

職
掌
、
特
に
大
内
記
と
い
う
職
掌
は
、
勅
撰
和
歌
集
の
筆
頭
撰
者
と
な
る
に
ふ
さ
わ

し
い
職
掌
で
あ
る
。
時
平
は
将
来
友
則
を
大
内
記
と
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
、
多
少

の
無
理
を
承
知
で
、
友
則
を
少
内
記
に
推
挙
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
少
内
記
の
定
員

は
二
名
で
、
少
内
記
の
職
に
空
き
が
な
け
れ
ば
任
命
で
き
な
い
。
時
平
は
寛
平
九
年

の
時
点
で
す
ぐ
に
少
内
記
に
空
き
が
な
か
っ
た
の
で
、
と
り
あ
え
ず
友
則
を
土
佐
掾

と
し
、
翌
年
少
内
記
の
ポ
ス
ト
に
空
き
が
で
き
る
と
友
則
を
そ
の
任
に
当
て
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
先
に
引
用
し
た
『
後
撰
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
時

平
と
友
則
と
の
贈
答
が
な
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
時
平
は
既
に
勅
撰
和
歌
集
編
纂

の
構
想
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
友
則
が
四
十
歳
以
上
に
な
っ
て
も
無
官
で
あ
っ
た
の
は
、
彼
が
病
弱
で

多
忙
な
職
務
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
後
述
す
る

よ
う
に
、
後
詔
に
よ
る
最
初
の
打
ち
合
わ
せ
に
友
則
が
同
席
し
て
い
な
い
こ
と
、『
古

今
集
』
奏
覧
真
前
に
大
内
記
の
職
を
辞
し
、
翌
年
の
秋
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
考
慮
す
る
と
、
友
則
一
人
で
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

友
則
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
実
務
的
能
力
を
有
す
る
歌
人
が
必
要
と
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ

る
。
そ
こ
で
登
用
さ
れ
た
の
が
貫
之
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
貫
之
は
友
則
の

従
弟
で
あ
り
、
未
だ
歌
人
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
ば
か
り
で
無
名
で
は
あ
っ
た
が
、

友
則
は
貫
之
の
歌
人
と
し
て
の
才
能
、
歌
集
編
集
事
業
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
の
優

れ
た
実
務
的
能
力
を
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
詔
に
よ
り
古
歌
を
献
上
し
た

際
、
そ
れ
に
添
え
た
長
歌
に

な
ほ
あ
ら
た
ま
の　

年
を
経
て　

大
宮
に
の
み　

ひ
さ
か
た
の　

昼
夜
わ
か
ず　

仕
ふ
と
て　

か
へ
り
み
も
せ
ぬ　

わ
が
や
ど
の　

忍
ぶ
草
生
ふ
る　

板
間
あ
ら

み　

降
る
春
雨
の　

漏
り
や
し
ぬ
ら
む

と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
貫
之
は
前
詔
に
よ
る
古
歌
を
献
上
す
る
以
前
か
ら

宮
中
に
出
仕
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
延
喜
五
年
の
『
古
今
集
』
奏
上
時
の

彼
の
官
職
が
御
書
所
預
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
前
詔
以
前
に
彼
が
宮
中
で
出
仕

し
て
い
た
場
所
は
、
御
書
所
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

御
書
所
と
は
、
内
裏
の
外
に
あ
り
、
村
瀬
敏
夫
は
「
禁
中
の
書
籍
と
し
て
は
二
義

的
な
、
実
務
に
さ
し
て
必
要
で
な
い
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
」
と
推
測

す
る
が）
14
（

、
だ
と
す
る
な
ら
そ
こ
に
は
和
歌
関
係
の
資
料
な
ど
も
保
管
さ
れ
て
い
た
可

能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
貫
之
が
御
書
所
に
出
仕
し
た
の
は
、
勅
撰
和
歌

集
を
編
纂
す
る
た
め
の
準
備
作
業
の
た
め
と
も
想
像
さ
れ
る
。

　

久
曽
神
昇
は
、『
古
今
集
』
仮
名
序
で
は
「
大
内
記
紀
友
則
、
御
書
所
預
紀
貫
之
、

前
甲
斐
少
目
凡
河
内
躬
恒
、
右
衛
門
府
生
壬
生
忠
岑
ら
に
仰
せ
ら
れ
て
、『
万
葉
集
』

に
入
ら
ぬ
古
き
歌
、
み
づ
か
ら
の
を
も
奉
ら
し
め
給
ひ
て
な
む
」、
真
名
序
で
は
「
爰

詔
二
大
内
記
紀
友
則
。
御
書
所
預
紀
貫
之
。
前
甲
斐
少
目
凡
河
内
躬
恒
。
右
衛
門
府

生
壬
生
忠
岑
等
一
。
各
献
二
家
集
。
幷
古
来
旧
哥
一
」
と
い
う
よ
う
に
、
四
人
の
撰
者

の
名
前
の
下
に
「
ら
」
や
「
等
」
の
字
が
附
さ
れ
て
い
る
が
、

　

奉
勅
者
に
つ
い
て
は
、
仮
名
序
に
「
大
内
記
紀
の
友
則
、
御
書
所
の
預
紀
の

貫
之
、
前
の
甲
斐
の
さ
う
く
わ
む
凡
河
内
の
躬
恒
、
右
衛
門
の
府
生
壬
生
の
忠

岑
ら
に
お
ほ
せ
ら
れ
て
、
万
葉
集
に
い
ら
ぬ
歌
ど
も
、
ふ
る
き
み
づ
か
ら
の
を

も
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ひ
て
」
と
あ
り
、
真
名
序
に
も
「
爰
詔
二
大
内
記
紀
友
則
、

御
書
所
預
紀
貫
之
、
前
甲
斐
少
目
凡
河
内
躬
恒
、
右
衛
門
府
生
壬
生
忠
岑
等
一
。

各
献
二
家
集
並
古
来
旧
歌
一 

」
と
あ
り
、
何
れ
に
よ
る
も
四
人
と
な
る
わ
け
で

あ
る
。
四
人
の
連
名
の
下
に
「
ら
」（
仮
名
序
）、「
等
」（
真
名
序
）
な
ど
の
文

字
が
附
し
て
あ
る
。
勅
撰
集
の
序
に
つ
い
て
見
る
に
、
古
今
集
よ
り
前
に
成
っ

た
凌
雲
集
、
文
華
秀
麗
集
、
経
国
集
な
ど
、
又
古
今
集
の
後
に
成
っ
た
新
古
今
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集
、
続
古
今
集
な
ど
、
諸
撰
集
の
序
に
も
、
撰
者
等
の
名
を
列
挙
し
て
、
更
に

「
等
」「
ら
」
を
附
し
て
ゐ
る
。（
中
略
）
そ
れ
ら
を
見
る
に
、
何
れ
も
列
挙
し

た
以
外
の
人
は
含
ま
な
い
や
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
等
」
の
有
無
は
実
質
的

に
は
関
係
な
く
、
や
は
り
四
人
が
勅
命
を
奉
じ
た
と
解
す
べ
き
も
の
の
如
く
で

あ
る
。

と
指
摘
す
る）
15
（

。
と
す
る
と
、
前
詔
は
紀
友
則
、
紀
貫
之
、
凡
河
内
躬
恒
、
壬
生
忠
岑

の
四
人
に
下
命
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
友
則
、
貫
之
、
躬
恒
、

忠
岑
の
家
集
と
彼
ら
が
集
め
た
古
歌
だ
け
で
は
、
勅
撰
集
は
編
纂
で
き
な
い
。
近
代

歌
人
の
家
集
や
歌
合
等
の
歌
も
収
集
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
古
歌
は
仮
名
序
で

「『
万
葉
集
』
に
入
ら
ぬ
古
き
歌
」
と
限
定
さ
れ
て
い
る
。
事
実
『
古
今
集
』
に
収
め

ら
れ
て
い
る
歌
の
内
、『
万
葉
集
』
と
重
複
す
る
と
思
わ
れ
る
歌
は
僅
か
数
首
で
あ

り）
16
（

、『
古
今
集
』
を
編
纂
す
る
に
際
し
て
、『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
た
歌
は
極
力
排

除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
万
葉
集
』に
収
め
ら
れ
た
歌
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、

『
万
葉
集
』
を
読
み
下
し
、
索
引
の
よ
う
な
も
の
を
作
っ
て
、
集
め
ら
れ
た
古
歌
か

ら
万
葉
歌
を
排
除
す
る
し
か
な
い
。
と
す
る
と
、
古
歌
の
中
か
ら
万
葉
歌
を
取
り
除

く
に
は
、
膨
大
な
作
業
が
要
求
さ
れ
る
。
貫
之
が
い
つ
か
ら
御
書
所
に
出
仕
す
る
よ

う
に
な
っ
た
か
、
正
確
に
知
り
う
る
資
料
は
存
在
し
な
い
が
、
時
平
が
勅
撰
和
歌
集

の
編
纂
を
目
論
ん
で
友
則
を
少
内
記
の
職
に
就
け
た
時
期
と
同
時
、
あ
る
い
は
そ
の

直
後
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
万
葉
歌
を
読

み
下
し
、
索
引
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
し
た
も
の
を
作
成
す
る
作
業
に
従
事
し
て
、
古

歌
か
ら
万
葉
歌
を
取
り
除
く
作
業
も
行
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。あ
る
い
は
、

他
の
撰
者
が
選
ん
だ
古
歌
が
万
葉
歌
か
否
か
も
貫
之
が
判
別
し
て
い
た
こ
と
も
想
像

さ
れ
る
。

　

ま
た
も
し
、
撰
者
達
が
採
集
し
た
古
歌
を
万
葉
歌
か
否
か
判
別
す
る
と
い
う
作
業

が
存
在
し
た
と
仮
定
す
る
と
、
四
人
の
撰
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
集
と
と
も
に
「『
万

葉
集
』
に
入
ら
ぬ
古
き
歌
」
を
献
上
す
る
ま
で
に
は
、
か
な
り
の
時
間
を
要
し
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。

四

　

寛
平
九
年
七
月
宇
多
天
皇
は
三
十
一
才
で
退
位
し
、
醍
醐
天
皇
が
即
位
す
る
。
退

位
し
た
宇
多
上
皇
は
、
翌
寛
平
十
年
二
月
、
朱
雀
院
に
居
を
移
し
、
四
月
か
ら
昌
泰

と
改
元
さ
れ
、
醍
醐
天
皇
の
治
世
が
始
ま
る
。
そ
の
年
の
秋
、
朱
雀
院
で
「
朱
雀
院

女
郎
花
合
」
が
催
さ
れ
た）
17
（

。（
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
友
則
は
そ
の
年
の
正
月
に
少

内
記
に
任
命
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。）
十
巻
本
歌
合
の
冒
頭
に
は）
18
（

、

亭
子
の
帝
お
り
ゐ
さ
せ
給
ひ
て
又
の
年
、
女
郎
花
合
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
を
左
右

の
頭
を
ば
お
き
て
、
帝
と
后
と
な
む
瀬
さ
せ
給
ひ
け
る

と
記
さ
れ
て
お
り
、そ
の
開
催
時
期
は
、萩
谷
朴
が「
女
郎
花
は
初
秋
の
季
に
属
す
る
。

恐
ら
く
御
退
位
一
周
年
の
七
月
の
成
立
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
の
に
従
う
べ
き

で
あ
ろ
う）

19
（

。
十
巻
本
歌
合
本
文
に
「
花
は
右
劣
り
、
歌
は
右
勝
ち
に
け
り
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、「
寛
平
御
時
内
裏
菊
合
」
の
よ
う
に
、菊
合
が
主
で
、歌
は
添
え
物
と
い
っ

た
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、
女
郎
花
は
女
郎
花
、
歌
は
歌
で
勝
負
が
競
わ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
后
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
基
経
の
女
の
藤
原
温
子
で
あ
る
。
温

子
は
醍
醐
天
皇
養
母
の
儀
に
よ
っ
て
醍
醐
の
即
位
と
と
も
に
皇
太
夫
人
と
な
り
、
昌

泰
元
年
四
月
以
降
宇
多
と
朱
雀
院
で
同
居
し
て
い
た
。

　

萩
谷
朴
は
、
こ
の
女
郎
花
合
本
文
歌
の
作
者
と
し
て

時
平
・
忠
岑
・
躬
恒
・
興
風
・
上
皇
・
后
宮
等
の
名
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の

他
、
後
宴
和
歌
の
作
者
と
し
て
、
つ
ら
な
・
致
行
・
の
ち
か
た
・
す
ゝ
く
・
も

と
よ
り
・
よ
し
か
せ
・
や
す
き
・
あ
ま
ね
・
ま
れ
よ
・
も
と
ゆ
き
・
伊
勢
、
撰

外
歌
の
作
者
と
し
て
定
方
・
貫
之
等
の
名
が
知
ら
れ
る
。（
中
略
）
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後
宴
歌
の
作
者
達
は
、
女
郎
花
合
の
方
人
も
し
く
は
念
人
と
し
て
参
加
し
た

人
々
で
あ
ろ
う
が
、
素
性
明
ら
か
な
平
希
世
・
伊
勢
の
ほ
か
「
致
行
」
と
あ
る

の
は
、
当
時
従
四
位
上
丹
波
権
守
で
あ
っ
た
源
宗
于
で
あ
る
ら
し
く
、「
よ
し

か
ぜ
」
は
宇
多
上
皇
と
の
親
近
関
係
よ
り
し
て
皇
太
后
宮
亮
平
好
風
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
み
で
「
つ
ら
な
」「
の
ち
か
た
」「
す
ゝ
く
」「
も
と
よ
り
」「
や

す
き
」「
あ
ま
ね
」「
も
と
ゆ
き
」
の
七
名
は
そ
の
伝
未
だ
詳
か
で
な
い
。
嵯
峨

源
氏
の
系
譜
に
「
連
」「
浣
」「
安
」「
周
」
等
の
名
字
を
見
出
す
が
、
こ
れ
を

そ
れ
ぞ
れ
「
つ
ら
な
」「
す
す
ぐ
」「
や
す
き
」「
あ
ま
ね
」
と
訓
む
こ
と
が
許

さ
れ
れ
ば
、
大
体
同
時
代
の
世
に
あ
っ
た
人
人
で
あ
る
か
ら
、
或
は
そ
れ
を
後

宴
の
歌
人
に
擬
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
他
、
副
文
献
に

よ
っ
て
、
貫
之
・
躬
恒
も
ま
た
後
宴
の
折
句
物
名
歌
の
作
者
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

と
し
、

　

以
上
を
要
す
る
に
、
本
女
郎
花
合
は
、
宇
多
上
皇
・
皇
太
夫
人
温
子
自
ら
左

右
の
頭
と
し
て
、
温
子
の
兄
な
る
大
納
言
左
大
将
藤
原
時
平
以
下
の
廷
臣
が
参

与
し
、
忠
岑
・
躬
恒
・
興
風
・
貫
之
・
宗
于
・
伊
勢
等
当
代
有
名
の
歌
人
が
歌

を
寄
せ
て
、
経
営
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
女
郎
花
合
果
て
て
後
、
後
宴
が

催
さ
れ
、
後
宴
に
は
「
を
み
な
へ
し
」
の
五
文
字
を
、
或
は
沓
冠
に
、
或
は
折

句
に
又
常
の
物
名
に
、
よ
み
こ
ん
だ
歌
を
召
さ
れ
る
な
ど
、
頗
る
興
趣
の
深
い

も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
指
摘
す
る）
20
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
女
郎
花
合
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
摂
関
家
の
当
主
で
あ
る
藤
原

時
平
が
参
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
村
瀬
敏
夫
は
、
こ
の
歌
合
に
温
子
の

異
母
兄
で
、
当
時
大
納
言
な
が
ら
台
閣
の
筆
頭
者
で
あ
っ
た
藤
原
時
平
が
参
加
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
合
の
開
催
を
主
導
し
た
の
は
藤
原
時
平
で
あ
っ
た
と
推
測

し
、「
時
平
は
少
年
君
主
醍
醐
の
即
位
に
よ
り
、
権
大
納
言
道
真
と
と
も
に
内
覧
の

宣
旨
を
蒙
っ
た
が
、
こ
の
政
敵
と
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
上
皇
が
道
真
に
心
寄
せ
し

て
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
も
、
上
皇
と
の
接
触
を
は
か
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
」
と
指
摘
す
る）

21
（

。
確
か
に
、
こ
れ
ま
で
宇
多
天
皇
が
催
し
た
和
歌
に
関
連
す
る

行
事
に
全
く
登
場
し
な
か
っ
た
時
平
が
、
こ
こ
に
登
場
す
る
の
は
奇
異
な
感
じ
が
す

る
。
時
平
は
こ
れ
ま
で
宇
多
天
皇
が
中
心
と
な
っ
て
企
画
し
た
と
思
わ
れ
る
「
寛
平

御
時
歌
合
」
等
の
歌
合
や
和
歌
の
催
し
に
は
、
全
く
参
加
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
こ

れ
以
降
『
古
今
集
』
の
編
纂
さ
れ
る
延
喜
五
年
ま
で
で
彼
の
参
加
が
確
認
で
き
る
の

は
、
後
に
引
用
す
る
延
喜
二
年
の
藤
花
宴
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
藤
花
宴
が

『
古
今
集
』
の
編
纂
と
大
い
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
多
く
の
論
者
が
指
摘
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ
の
女
郎
花
合
に
時
平
が
参
加
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
な
に
か
大
き
な
目
論
見
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
年
の
正

月
、
友
則
を
少
内
記
に
据
え
た
こ
と
か
ら
、
時
平
が
和
歌
に
よ
る
勅
撰
集
を
編
纂
す

る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
が
、
そ
の
秋
に
宇
多
上
皇
の

居
所
、
朱
雀
院
で
女
郎
花
合
が
催
さ
れ
、
当
時
の
政
界
の
最
高
の
実
力
者
時
平
が
こ

れ
に
参
加
し
て
和
歌
を
詠
ず
る
と
い
う
の
は
、
時
平
か
ら
宇
多
上
皇
に
和
歌
に
よ
る

勅
撰
集
編
纂
の
企
画
に
つ
い
て
何
ら
か
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
結
果
と
見
る
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

時
平
は
漢
詩
、
漢
文
の
世
界
で
道
真
を
凌
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
和
歌
の

世
界
で
な
ら
道
真
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
対
抗
で
き
る
と
い
う
目
算
は

あ
っ
た
。
こ
れ
以
前
和
歌
の
催
し
に
参
加
せ
ず
、
こ
の
女
郎
花
合
以
降
も
、
延
喜
二

年
の
藤
花
宴
と
い
う
『
古
今
集
』
勅
撰
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
催
し
に
し

か
参
加
し
て
い
な
い
時
平
が
、
こ
の
女
郎
花
合
に
際
し
て
宇
多
上
皇
の
も
と
に
出
向

い
て
和
歌
を
詠
じ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
和
歌
に
よ
る
勅
撰
集
の
編
纂
に
向
け
た

動
き
が
あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
醍
醐
天
皇
は
前
年
即
位
さ
れ
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た
と
は
い
っ
て
も
、
ま
だ
十
八
歳
で
あ
り
、
勅
撰
集
の
編
纂
を
自
身
の
一
存
で
決
定

す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
和
歌
に
よ
る
勅
撰
集
の
撰
進
と
い

う
こ
と
に
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
時
平
と
し
て
は
、
和
歌
に
よ
る
勅
撰
集
の

編
纂
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
や
は
り
宇
多
上
皇
の
承
諾
を
得
る
必
要
が
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

し
か
も
、
こ
の
女
郎
花
合
に
は
、
藤
原
定
方
も
出
席
し
て
い
る
。
定
方
は
、
醍
醐

天
皇
の
実
母
、
藤
原
胤
子
の
兄
で
あ
り
、
当
時
従
五
位
下
右
近
少
将
で
あ
っ
た
が
、

天
皇
の
外
戚
と
し
て
昌
泰
元
年
当
時
、
正
三
位
中
納
言
の
父
高
藤
、
蔵
人
頭
、
従
四

位
上
左
近
衛
権
中
将
の
兄
定
国
ら
と
も
に
将
来
台
閣
で
大
き
な
勢
力
を
築
く
で
あ
ろ

う
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
高
藤
や
定
国
は
和
歌
に
関
す
る
事
績
が
乏

し
い
の
に
対
し
、
定
方
は
勅
撰
集
に
十
九
首
入
集
し
、
家
集
『
三
条
右
大
臣
集
』
が

伝
存
す
る
な
ど
、
歌
人
と
し
て
優
れ
た
能
力
を
有
し
て
い
た
。
時
平
は
天
皇
の
外
戚

と
し
て
大
き
な
勢
力
を
持
つ
高
藤
一
門
か
ら
代
表
者
を
一
名
出
す
こ
と
を
求
め
た

が
、
そ
れ
に
対
し
高
藤
側
は
高
藤
一
門
の
代
表
と
し
て
、
和
歌
に
堪
能
な
定
方
を
こ

の
女
郎
花
合
の
場
に
出
席
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
こ
の
女
郎
花
合
は
、

醍
醐
天
皇
の
父
で
あ
る
宇
多
上
皇
、
摂
関
家
の
当
主
で
左
大
臣
と
し
て
台
閣
筆
頭
を

務
め
る
時
平
、
醍
醐
天
皇
の
外
戚
の
代
表
と
し
て
の
定
方
と
い
う
、
道
真
以
外
の
当

時
の
政
局
に
大
き
な
力
を
持
つ
三
つ
の
勢
力
の
代
表
が
、
一
同
に
会
し
た
催
し
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

と
同
時
に
、
宇
多
上
皇
、
藤
原
時
平
、
藤
原
定
方
と
い
っ
た
貴
顕
の
他
に
、
貫
之
、

躬
恒
、
忠
岑
が
こ
の
女
郎
花
合
に
歌
を
詠
進
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
彼
ら

は
後
に
紀
友
則
と
と
も
に
『
古
今
集
』
の
撰
者
と
な
る
が
、
友
則
を
除
い
た
こ
の
三

人
の
歌
人
が
こ
の
女
郎
花
合
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

貫
之
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
友
則
の
縁
故
で
時
平
に
引
か
れ
て
い
た
と
想
像

さ
れ
る
か
ら
時
平
方
の
歌
人
と
見
ら
れ
る
。
躬
恒
は
宇
多
法
皇
の
も
と
に
仕
え
て
い

る
歌
人
で
あ
り
、
忠
岑
は
定
国
の
随
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
醍
醐
天
皇
の
外
戚
高

藤
一
門
に
仕
え
る
歌
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
す
る
と
、こ
の
女
郎
花
合
は
、

醍
醐
の
父
方
の
宇
多
上
皇
、
醍
醐
の
母
方
の
高
藤
一
門
の
代
表
で
あ
る
定
方
、
そ
れ

に
摂
関
家
の
代
表
で
あ
る
時
平
と
い
う
、
道
真
を
除
く
当
時
の
政
界
の
実
力
者
ば
か

り
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
に
仕
え
て
い
る
専
門
歌
人
で
、
後
に
『
古
今
集
』
の

撰
者
と
な
っ
た
歌
人
が
各
一
名
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
女
郎
花
合
に
参
加
し
て
い
る
他
の
人
々
は
、
歌
合
に
歌
を
採
ら
れ
た
興
風
は

宇
多
上
皇
に
仕
え
る
歌
人
、
後
宴
歌
の
作
者
で
あ
る
源
宗
于
、
平
好
風
、
平
希
世
は

宇
多
上
皇
の
近
臣
、伊
勢
は
温
子
の
女
房
で
、そ
の
他「
つ
ら
な
」「
の
ち
か
た
」「
す
ゝ

く
」「
も
と
よ
り
」「
や
す
き
」「
あ
ま
ね
」「
も
と
ゆ
き
」
も
宇
多
上
皇
の
近
臣
と
見

ら
れ
る）
22
（

。
こ
の
女
郎
花
合
が
開
催
さ
れ
た
の
が
宇
多
上
皇
の
居
所
で
あ
る
朱
雀
院
で

あ
る
か
ら
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
の
女
郎
花
合
に
参
加
し
て

い
る
人
々
は
、
大
半
は
宇
多
上
皇
に
近
し
い
立
場
の
人
々
で
、
時
平
と
貫
之
、
定
方

と
忠
岑
の
み
が
宇
多
上
皇
の
も
と
を
訪
れ
た
客
人
と
な
る
。

　

な
お
、
こ
の
女
郎
花
合
に
友
則
が
参
加
し
て
い
な
い
の
は
、
彼
の
体
調
が
不
良
で

あ
っ
た
な
ど
の
理
由
も
考
え
ら
れ
る
が
、
宇
多
上
皇
の
も
と
に
赴
く
時
平
、
定
方
は

撰
者
と
な
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
い
る
歌
人
を
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
連
れ
て
行
く
こ
と

で
、
宇
多
上
皇
方
の
撰
者
候
補
で
あ
る
躬
恒
と
人
数
の
バ
ラ
ン
ス
を
計
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
筆
頭
撰
者
と
な
る
時
平
方
の
友
則
は
も
と
も
と
参
加
す
る
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
女
郎
花
合
以
前
に
、
既
に
和
歌
に
よ
る
勅
撰
和

歌
集
を
編
纂
す
る
と
い
う
合
意
が
、
上
皇
、
時
平
、
そ
れ
に
高
藤
一
門
の
間
で
形
成

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
合
意
を
祝
っ
て
催
さ
れ
た
の
が
こ
の
女
郎
花
合
で
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
宇
多
上
皇
が
退
位
さ
れ
て
一
年
を
迎
え
る
節
目
の
時

期
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
出
席
者
の
顔
ぶ
れ
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を
考
慮
す
る
と
、
や
は
り
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
開
始
を
祝
う
と
い
う
目
的
で
挙
行
さ

れ
た
催
し
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。「
左
右
の
方
人
の
頭
を
さ
し
お
い
て
上
皇
と

中
宮
温
子
が
左
右
の
代
表
者
と
な
り
、
歌
合
の
最
後
の
番
に
そ
れ
ぞ
れ
歌
を
詠
進
し

て
い
る
」
と
い
う
事
実
も）
23
（

、
こ
の
女
郎
花
合
の
特
殊
性
を
際
立
た
せ
、
上
皇
の
こ
の

女
郎
花
合
に
か
け
る
思
い
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

女
郎
花
合
が
催
さ
れ
て
ま
も
な
く
、
醍
醐
天
皇
に
よ
り
勅
撰
和
歌
集
撰
進
の
詔
が
出

さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　

時
平
か
ら
提
案
さ
れ
た
和
歌
に
よ
る
勅
撰
集
編
纂
の
企
画
で
は
、
筆
頭
撰
者
を
友

則
に
し
た
い
と
い
う
強
い
要
望
が
出
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
筆
頭
撰
者
は
友

則
と
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
決
定
を
承
け
て
、
道
真
を
除
く
当

時
の
政
界
の
有
力
者
で
あ
る
醍
醐
の
父
方
の
宇
多
上
皇
、
醍
醐
の
外
戚
に
あ
た
る
高

藤
一
門
、
そ
れ
に
摂
関
家
か
ら
撰
者
を
各
一
人
ず
つ
出
す
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
か
ら
歌
人
を
選
ぶ
と
な
る
と
時
平
側
か
ら
は
貫
之
、
高
藤
一
門

か
ら
は
忠
岑
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
宇
多
上
皇
方
は
宗
于
、
興
風
、
躬
恒
等
多
く

の
歌
人
が
候
補
と
な
る
。
し
か
し
、
宗
于
、
興
風
は
友
則
よ
り
も
官
位
が
上
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
友
則
が
筆
頭
撰
者
と
決
定
し
て
い
る
以
上
、
撰
者
に
は
な
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
そ
の
他
の
歌
人
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
が
あ
り
、
必
然
的
に
躬
恒
が
上
皇

方
を
代
表
す
る
歌
人
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う）
24
（

。

　

さ
て
、
醍
醐
天
皇
よ
り
下
さ
れ
た
勅
撰
和
歌
集
撰
進
の
詔
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、そ
の
内
容
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
『
古
今
集
』
仮
名
序
、

真
名
序
の
以
下
の
一
節
で
あ
る
。

大
内
記
紀
友
則
、
御
書
所
預
紀
貫
之
、
前
甲
斐
少
目
凡
河
内
躬
恒
、
右
衛
門
府

生
壬
生
忠
岑
ら
に
仰
せ
ら
れ
て
、『
万
葉
集
』
に
入
ら
ぬ
古
き
歌
、
み
づ
か
ら

の
を
も
奉
ら
し
め
給
ひ
て
な
む
、

                                                             　
　
（
仮
名
序
）

爰
詔
二
大
内
記
紀
友
則
。
御
書
所
預
紀
貫
之
。
前
甲
斐
少
目
凡
河
内
躬
恒
。
右

衛
門
府
生
壬
生
忠
岑
等
一
。
各
献
二
家
集
。
幷
古
来
旧
哥
一
。 

（
真
名
序
）

仮
名
序
、
真
名
序
と
も
、「
大
内
記
紀
友
則
、
御
書
所
預
紀
貫
之
、
前
甲
斐
少
目
凡

河
内
躬
恒
、
右
衛
門
府
生
壬
生
忠
岑
ら
に
仰
せ
ら
れ
て
」、「
爰
詔
二
大
内
記
紀
友
則
。

御
書
所
預
紀
貫
之
。
前
甲
斐
少
目
凡
河
内
躬
恒
。
右
衛
門
府
生
壬
生
忠
岑
等
一
」
と

い
う
よ
う
に
、
四
人
の
撰
者
の
名
前
の
下
に
「
ら
」
や
「
等
」
の
字
を
付
し
て
い
る

が
、
先
に
引
用
し
た
久
曽
神
の
指
摘
の
如
く
、
前
詔
は
紀
友
則
、
紀
貫
之
、
凡
河
内

躬
恒
、
壬
生
忠
岑
の
四
人
に
下
命
さ
れ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

久
曽
神
は
ま
た
、
前
詔
に
関
し
て
、

惟
ふ
に
、
最
初
の
勅
命
は
、「
家
集
並
古
来
旧
歌
」
を
献
ぜ
し
め
ら
れ
た
の
み

で
あ
り
、
勅
命
に
よ
っ
て
歌
を
献
ず
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
前
述
の
如
く
、
古
来

し
ば
し
ば
存
し
た
こ
と
で
、
必
ず
し
も
そ
れ
は
撰
集
の
前
提
と
な
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
指
摘
す
る）
25
（

が
、
家
集
の
み
を
献
ず
る
な
ら
ば
、
撰
集
を
前
提
と
し
た
も
の
と
は
認

め
が
た
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
前
詔
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
集
の
他
に
、
仮
名

序
で
は
「『
万
葉
集
』
に
入
ら
ぬ
古
き
歌
」、
真
名
序
で
も
「
古
来
旧
哥
」
を
献
上
す

る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、そ
の
点
で
従
来
の
献
歌
と
は
異
質
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

す
な
わ
ち
、
真
名
序
、
仮
名
序
の
詔
は
古
歌
の
収
集
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
古
歌
と
新
し
い
時
代
の
歌
と
を
収
集
し
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
歌

集
を
作
ろ
う
と
す
る
意
思
が
感
じ
ら
れ
る
。
特
に
、
真
名
序
で
は
「『
万
葉
集
』
に

入
ら
ぬ
古
き
歌
」
と
限
定
し
て
お
り
、
当
時
勅
撰
集
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
『
万
葉
集
』
を
意
識
し
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
新
た
な
勅
撰
和
歌
集
を
編
纂
し
よ

う
と
す
る
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

村
瀬
敏
夫
も
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で
は
こ
の
前
詔
が
、
後
に
『
古
今
集
』
と
な
っ
た
歌
集
の
撰
修
を
命
じ
た
後

詔
と
は
関
係
な
し
に
、
単
独
で
下
さ
れ
た
の
か
、
否
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
す
で
に
四
人
の
撰
者
が
正
式
に
任
命
さ
れ
て
い
る
以
上
、
単
に
家
集
や
古

歌
の
集
を
召
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
す
で
に
後
詔
を
予
定
し
た
召
命
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
「
万
葉
集
に
入
ら
ぬ
古
き
歌
」
を
求
め
た
と
い
う
の
は
、

『
万
葉
集
』
が
勅
撰
集
と
見
ら
れ
て
い
た
当
時
で
あ
る
か
ら
、
新
た
に
勅
撰
和

歌
集
を
作
る
こ
と
を
意
図
し
た
召
命
で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
に
う
か
が
い
知
ら

れ
よ
う
。

と
指
摘
す
る）
26
（

。

　
『
古
今
和
歌
集
』
巻
四
、
秋
の
部
上
に
以
下
の
歌
群
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

朱
雀
院
の
女
郎
花
合
に
よ
み
て
奉
り
け
る 

 

左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み

230
女
郎
花
秋
の
野
風
に
う
ち
な
び
き
心
ひ
と
つ
を
誰
に
よ
す
ら
む

 
藤
原
定
方
朝
臣

231
秋
な
ら
で
逢
ふ
こ
と
か
た
き
女
郎
花
天
の
河
原
に
生
ひ
ぬ
も
の
ゆ
ゑ

 

つ
ら
ゆ
き

232
誰
が
秋
に
あ
ら
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
女
郎
花
な
ぞ
色
に
い
で
て
ま
だ
き
移
ろ
ふ

 

み
つ
ね

233
妻
恋
ふ
る
鹿
ぞ
鳴
く
な
る
女
郎
花
お
の
が
す
む
野
の
花
と
知
ら
ず
や

234
女
郎
花
吹
き
す
ぎ
て
く
る
秋
風
は
目
に
は
見
え
ね
ど
香
こ
そ
し
る
け
れ

 

た
だ
み
ね

235
人
の
見
る
こ
と
や
く
る
し
き
女
郎
花
秋
霧
に
の
み
た
ち
か
く
る
ら
む

236
ひ
と
り
の
み
な
が
む
る
よ
り
は
女
郎
花
わ
が
す
む
屋
戸
に
植
ゑ
て
見
ま
し
を

詞
書
で
は
「
朱
雀
院
の
女
郎
花
合
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
女
郎
花
合
こ
そ
こ

れ
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
昌
泰
元
年
秋
に
催
さ
れ
た
「
朱
雀
院
女
郎
花
合
」
で
あ
る
。

『
古
今
集
』
で
は
、
現
存
す
る
上
皇
、
天
皇
の
歌
は
採
ら
な
い
と
い
う
方
針
で
編
纂

さ
れ
て
い
る
た
め
、
宇
多
上
皇
の
歌
こ
そ
採
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
左
の
お
ほ
い

ま
う
ち
ぎ
み
」
す
な
わ
ち
藤
原
時
平
を
筆
頭
に
、
藤
原
定
方
、
貫
之
、
躬
恒
、
忠
岑

の
歌
が
官
位
の
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
宇
多
上
皇
、
藤

原
時
平
、
藤
原
定
方
は
『
古
今
集
』
の
編
纂
を
企
画
し
た
当
時
の
有
力
者
で
あ
り
、

貫
之
、
躬
恒
、
忠
岑
は
い
ず
れ
も
当
時
既
に
『
古
今
集
』
の
撰
者
と
な
る
こ
と
が
内

定
し
て
い
た
歌
人
で
あ
る
。『
古
今
集
』
の
女
郎
花
の
歌
群
に
は
十
三
首
の
歌
が
収

め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
こ
の
「
朱
雀
院
女
郎
花
合
」
か
ら
採
ら
れ
た
歌
は
、

右
の
七
首
の
み
で
あ
る
。「
朱
雀
院
女
郎
花
合
」
の
中
か
ら
、
時
平
、
定
方
、
貫
之
、

躬
恒
、
忠
岑
の
歌
の
み
が
採
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
撰
者
達
に
と
っ
て
「
朱
雀
院

女
郎
花
合
」
は
こ
れ
ら
の
人
々
が
参
加
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

示
す
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

因
み
に
、
時
平
の
歌
は
『
古
今
集
』
に
は
、
こ
れ
以
外
に
巻
十
九
の
誹
諧
歌
に
一

首
入
集
す
る
の
み
で
あ
り
、
定
方
は
こ
の
女
郎
花
合
の
一
首
が
入
集
し
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。

　

な
お
、『
古
今
集
』
真
名
序
に
は
、

爰
詔
二
大
内
記
紀
友
則
。
御
書
所
預
紀
貫
之
。
前
甲
斐
少
目
凡
河
内
躬
恒
。
右

衛
門
府
生
壬
生
忠
岑
等
一
。
各
献
二
家
集
。
幷
古
来
旧
哥
一
。
曰
二
続
万
葉
集
一
。

と
、
前
詔
で
集
め
ら
れ
た
「
家
集
。
幷
古
来
旧
哥
」
を
「
続
万
葉
集
」
と
言
う
と
の

記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
村
瀬
敏
夫
は
こ
の
『
続
万
葉
集
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
る）
27
（

。
　

も
っ
と
も
流
布
本
の
「
真
名
序
」
に
は
、
前
詔
の
成
果
た
る
「
家
集
幷
古
来

旧
歌
」
を
『
続
万
葉
集
』
と
名
付
け
た
由
を
伝
え
て
い
る
か
ら
、
一
つ
の
ま
と

ま
っ
た
歌
集
が
献
じ
ら
れ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
し
か
る
に
『
本
朝
文

粋
』
所
収
の
「
真
名
序
」
や
、
基
俊
本
・
筋
切
本
な
ど
の
古
形
を
存
す
る
本
の

そ
れ
に
は
、
流
布
本
に
あ
る
「
曰
二
続
万
葉
集
一
」
の
五
文
字
が
な
い
。
上
述
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『古今和歌集』の成立過程（上）

の
ご
と
き
奉
献
状
態
か
ら
考
え
れ
ば
、『
続
万
葉
集
』
と
い
っ
た
ま
と
ま
っ
た

歌
集
が
献
じ
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
か
ら
、
こ
の
五
文
字
は
「
仮
名
序
」
の

「
万
葉
集
に
入
ら
ぬ
古
き
歌
」
か
ら
誘
発
さ
れ
た
、
後
人
の
さ
か
し
ら
に
よ
る

追
記
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。『
続
万
葉
集
』
と
は
幻
の
歌
集
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。 

『
古
今
集
』
巻
十
九
、雑
躰
歌
に
は
貫
之
の
「
古
歌
奉
り
し
時
の
目
録
の
そ
の
長
歌
」、

忠
岑
の
「
古
歌
に
加
え
て
奉
れ
る
長
歌
」
と
い
う
詞
書
を
有
す
る
長
歌
が
存
在
し
、

撰
者
達
が
各
自
が
収
集
し
た
古
歌
を
別
々
に
献
上
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
前
詔

に
よ
っ
て
献
上
さ
れ
た
古
歌
集
が
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
と
、

そ
れ
ら
を
一
書
と
し
て
『
続
万
葉
集
』
と
命
名
す
る
こ
と
は
考
え
が
た
い
。『
本
朝

文
粋
』
所
収
の
「
真
名
序
」
や
、『
古
今
集
』
の
主
要
な
伝
本
に
付
さ
れ
た
真
名
序

に
「
曰
続
万
葉
集
」
と
い
う
記
述
が
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、「
曰
続
万
葉
集
」

と
い
う
表
記
は
真
名
序
が
執
筆
さ
れ
た
当
時
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。

　
注

（
1
）
山
口
博
『
王
朝
歌
壇
の
研
究
朱宇
多
醍
醐

雀
朝
篇
』（
桜
楓
社
、
昭
和
48
年
）
第
二
篇
、
第
四
章
、

第
一
節
〜
第
三
節

（
2
）『
古
今
集
』
の
本
文
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
。

（
3
）
熊
谷
直
春
『
平
安
朝
前
期
文
学
史
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
平
成
4
年
）
Ⅲ　

古
今
集
の
成

立
と
周
辺
、
三　

古
今
集
の
撰
集
過
程
に
つ
い
て

（
4
）
村
瀬
敏
夫
『
紀
貫
之
伝
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
昭
和
56
年
）
第
二
章
、
（2）

（
5
）
同
注
4
。
第
二
章
、
（5）

（
6
）
同
注
1
。
第
二
篇
、
第
四
章
、
第
六
節

（
7
）
臼
田
甚
五
郎
「
凡
河
内
躬
恒
」（
學
燈
社
、『
国
文
学
』
昭
和
32
年
6
月
）

（
8
）『
古
今
和
歌
集
目
録
』
は
、『
群
書
類
従
』
に
拠
る
。　

（
9
）『
後
撰
集
』
の
本
文
は
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
拠
る
。

（
10
）『
官
職
秘
鈔
』
は
、『
群
書
類
従
』
に
拠
る
。

（
11
）
同
注
4
。
第
二
章
、
（3）

（
12
）『
寛
平
御
集
』
の
本
文
は
、『
私
家
集
大
成
』
に
拠
る
。

（
13
）
同
注
4
。
第
一
章
、
（5）

（
14
）
同
注
4
。
第
一
章
、
（6）

（
15
）
久
曽
神
昇
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
』
研
究
編
（
昭
和
36
年
、
風
間
書
房
）
第
二
編
、
第

二
章
、
第
一
節

（
16
）
小
沢
正
夫
『
年作
者
別

代
順
古
今
和
歌
集
』（
明
治
書
院
、
昭
和
50
年
）
一
五
六
頁

（
17
）
萩
谷
朴
は
、『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
の
本
女
郎
花
合
の
成
立
名
称
の
項
に
お
い
て
「
日
本

紀
略
に
よ
れ
ば
、
上
皇
遜
位
の
後
は
、
東
院
の
皇
后
宮
別
寝
に
お
わ
し
ま
し
た
が
、
昌
泰

元
年
二
月
十
七
日
朱
雀
院
に
移
ら
れ
、
四
月
廿
五
日
、
中
宮
温
子
ま
た
五
条
宮
よ
り
朱
雀

院
に
遷
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
女
郎
花
合
が
朱
雀
院
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
い
う

定
方
集
の
報
告
は
正
し
い
。
事
実
、
昌
泰
元
年
九
月
十
日
に
は
、
宇
多
上
皇
は
朱
雀
院
に

お
い
て
重
陽
後
朝
の
宴
を
催
し
、
文
人
を
召
し
て
詩
を
賦
さ
し
め
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
（
日
本
紀
略
・
本
朝
文
粋
・
菅
家
文
草
・
類
聚
句
題
抄
）
恐
ら
く
そ
れ
に
先
立
つ

七
・
八
月
の
間
に
、
や
は
り
朱
雀
院
に
お
い
て
こ
の
女
郎
花
合
は
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
今
、
本
歌
合
の
時
所
位
を
最
も
明
確
に
示
す
た
め
に
は
「
昌
泰
元

年
秋
宇
多
上
皇
朱
雀
院
女
郎
花
合
」
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
煩
雑
を
避
け
か
つ
、
他
の
両

度
の
宇
多
上
皇
主
催
の
女
郎
花
合
と
区
別
す
る
た
め
に
「
昌
泰
元
年
秋
亭
子
院
女
郎
花

合
」
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
は
亦
、
こ
れ
等
三
度
の
女
郎
花
合
を
同
時
に
併
記
し

た
和
歌
合
抄
目
録
の
用
例
に
も
従
う
も
の
で
あ
る
。」
と
す
る
が
、
本
稿
で
は
『
古
今
集
』

の
詞
書
に
従
っ
て
、「
朱
雀
院
女
郎
花
合
」
と
す
る
。

（
18
）「
朱
雀
院
女
郎
花
合
」
の
本
文
は
、『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
に
拠
る
。

（
19
）
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』「
昌
泰
元
年
秋
亭
子
院
女
郎
花
合
」
成
立
名
称
の
項
。

（
20
）
同
注
17
。
構
成
内
容
の
項
。

（
21
）
同
注
4
。
第
一
章
、
（10）

（
22
）
同
注
20
。

（
23
）
同
注
20
。

（
24
）
同
注
4
。
第
一
章
、
（4）

（
25
）
同
注
15
。
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（
26
）
同
注
4
。
第
二
章
、
（5）

（
27
）
同
注
4
。
第
二
章
、
（5）


