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さ
て
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
前
詔
が
昌
泰
元
年
の
朱
雀
院
女
郎
花
合
が
催
さ

れ
た
直
後
に
下
さ
れ
た
と
す
る
と
、
後
詔
が
下
さ
れ
た
時
期
は
昌
泰
元
年
秋
か
ら
あ

る
程
度
年
月
を
経
過
し
た
時
期
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
い
つ
で
あ

ろ
う
か
。

　
『
日
本
紀
略
』
の
延
喜
二
年
の
条
に
、「
三
月
廿
日
、
於
二
飛
香
舎
一
有
二
藤
花
宴
一
。」

と
い
う
記
事
が
存
在
し（
１
）、『
河
海
抄
』
宿
木
所
引
の
「
延
喜
御
記
」
に
は
、
そ
の
藤

花
宴
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
認
め
ら
れ
る（
２
）。

飛
香
舎
有
藤
花
宴
事

延
喜
二
年
三
月
廿
日
御
記
曰
此
日
左
大
臣
於
飛
香
舎
藤
花
下
有
二
献
物
事
一
左

大
臣
執
二
献
物
一
称
二
菅
根
一
献
二
御
贄
一
可
レ
為
レ 

作
二 

御
息
所
一
宣
司
別
当
也
而

後
列
座
藤
花
下
盃
酒
数
巡
後
左
大
臣
殊
仰
右
大
将
令
レ
献
二
題
目
一
飛
香
舎
藤
花

和
歌
則
左
大
臣
置
二
御
硯
匣
奉
手
跡
匣
暫
献
二
横
笛
和
琴
一
其
横
笛
箱
是
承
和
逢

物 （
真
本
遺
物
）

耳
酒
盃
同 

（
真
本
間
）、
挙
二
群
臣
一
酩
酊
管
絃
歌
舞
乱
、
召
二
敦
固
親
王

備
前
介
忠
房
一
令
レ
吹
レ
笛
暫
給
禄
群
臣
有
差

ま
た
、『
西
宮
記
』（
巻
八
、
臨
時
宴
遊
）
の
藤
花
宴
に
も
、
こ
の
藤
花
宴
に
関
す
る

以
下
の
よ
う
な
記
録
が
存
在
す
る（
３
）。

延
喜
二
三
廿
、
於
飛
香
舎
「
御
」
覧
藤
花
、
左
大
臣
献
物
、
子給
御
厨

所　

、「
次
」

供
御
膳
、「
次
」
王
卿
侍
臣
着
座
、
侍公
卿
砌
下

臣
花
下
、「
次
」
大
臣
貢
御
本
、
笛
、

硯
、
琴
「
等
」、
入
筥
、「
次
」
給
紙
筆
献
序
御
弾
琴
、
大
臣
奏
唱
哥
、
召
所
楽

器
奏
楽
、
大
臣
太
鼓
、
忠
房
笛
、「
次
」
御
平
座
、
大
臣
舞
、
中
宮
被
出
銀
籠

二
捧
、
花付
藤
　

、
事
了
賜
禄
、

　

橋
本
不
美
男
は
こ
れ
ら
の
記
事
よ
り
、
こ
の
「
藤
花
宴
」
は
「
記
録
的
に
み
て
内

裏
で
行
わ
れ
た
最
初
の
藤
花
宴
」
で
あ
る
と
し
、

規
模
か
ら
み
て
公
宴
の
形
態
で
あ
り
、
王
卿
侍
臣
の
参
加
を
み
て
い
る
の
で
、

密
宴
で
は
な
く
晴
の
曲
宴
で
あ
る
こ
と
は
確
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
後
代
の

藤
花
の
宴
か
ら
逆
に
考
え
て
も
、『
源
氏
物
語
』（
宿
木
）
に
み
ら
れ
る
「
藤
壺

に
、
う
へ
渡
ら
せ
給
ひ
て
、
藤
の
花
の
宴
せ
さ
せ
給
ふ
…
…
お
ほ
や
け
わ
ざ
に

て
、
あ
る
じ
の
宮
（
宮女
二
　

）
の
、
仕
う
ま
つ
り
給
ふ
に
は
あ
ら
ず
、
上
達
部
・

殿
上
人
の
饗
な
ど
、
内
蔵
寮
よ
り
仕
う
ま
つ
れ
り
」
の
叙
述
か
ら
も
諒
解
で
き

る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
新
古
今
集
』
に
よ
れ
ば
御
製
も
あ
る
。『
拾
遺
集
』

に
よ
る
藤
原
国
章
は
『
拾
遺
抄
』（
雑
部
上
）
に
よ
る
と
蔵
人
と
あ
る
ほ
か
は

『
古
今
和
歌
集
』
の
成
立
過
程
（
下
）

　
　

― 

前
詔
、
後
詔
の
時
期
を
中
心
に 

―
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未
詳
で
あ
る
が
、『
新
千
載
集
』
入
集
の
藤
原
敏
行
は
晩
年
で
従
四
位
上
右
兵

衛
督
、『
三
条
右
大
臣
集
』
に
よ
る
藤
原
定
方
は
、
こ
の
時
点
で
は
従
五
位
上

左
少
将
で
二
十
八
歳
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
藤
花
の
宴
は
、
公
卿
砌
下
・

侍
臣
花
下
と
座
次
が
指
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
相
当
数
の
列
座
の
も
と
に
催

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。（
中
略
）
宇
多
朝
の
公
宴
に
お
い
て
は
、
賦
詩
と
同

題
で
和
歌
が
詠
ま
れ
た
形
跡
が
あ
る
が
、
和
歌
の
み
の
公
宴
は
な
く
賦
詩
が
主

体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
、
光
孝
朝
の
年
中
行
事
孟
冬
旬
に
「
奏

和
琴
、
作
和
歌
」
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
公
宴
に
和
歌
が
附
随
し
て
詠
ま

れ
た
例
も
き
わ
め
て
少
な
く
、
勿
論
詠
歌
を
主
体
と
し
た
も
の
は
全
く
な
い
。

ま
た
、
題
目
は
「
飛
香
舎
藤
花
和
歌
」
で
あ
る
か
ら
、
賦
詩
の
こ
と
は
全
く
な

か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。（
中
略
）『
西
宮
記
』
所
引
の
不
知
記
に
よ
れ
ば
、

藤
花
の
宴
の
宴
座
を
お
わ
っ
て
、
平
座
に
移
行
し
て
い
る
。
普
通
平
座
は
略
儀

の
宴
遊
で
、
天
皇
の
出
御
は
な
い
の
が
建
前
で
あ
る
が
、「
次
御
平
座
」
と
記

さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
簾
中
に
居
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
二
次

会
に
そ
の
ま
ま
移
行
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
際
に
も
「
大
臣
舞
」
と
あ
る
。

こ
の
藤
花
の
宴
を
一
貫
し
て
、
献
物
・
唱
歌
（
御
製
の
講
師
に
あ
た
る
）・
太

鼓
・
舞
と
、
左
大
臣
時
平
の
大
奉
仕
と
い
お
う
か
、
あ
る
じ
も
う
け
的
活
躍
が

め
だ
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
指
摘
し
、
さ
ら
に
、

前
述
し
た
よ
う
に
公
宴
で
詠
和
歌
が
主
体
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
期
ま
で
日
本

紀
竟
宴
等
特
例
を
除
い
て
ま
っ
た
く
な
い
。
後
宮
に
お
け
る
曲
宴
で
あ
る
花
宴

で
あ
っ
て
も
、
主
体
は
賦
詩
管
弦
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
賦
詩
と
同
題

で
、
い
わ
ば
平
座
に
お
い
て
和
歌
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
、
宇
多
朝
か
ら
のマ

マ

そ
の

例
が
お
お
く
な
っ
て
き
た
。
こ
の
延
喜
二
年
三
月
二
十
日
の
曲
宴
は
、
後
宮
に

お
い
て
催
さ
れ
、
あ
る
い
は
飛
香
舎
に
お
い
て
は
は
じ
め
て
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
ま
た
天
皇
の
臨
御
を
得
て
い
る
が
、
恐
ら
く
女
御
穏
子
の
た
め
をマ

マ
中
心

に
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
前
述
の
推
定
の
如
く
す
れ
ば
、
は

じ
め
て
の
藤
氏
に
ち
な
む
藤
花
の
宴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
新
し
い
曲

宴
形
式
を
考
え
、
文
人
を
呼
ば
ず
、
賦
詩
に
適
さ
な
い
皇
妃
お
よ
び
近
侍
す
る

女
房
達
の
た
め
に
詠
和
歌
を
主
体
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
歌
題
は
当

座
で
あ
り
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
序
も
あ
り
、
賦
詩
の
公
宴

に
準
じ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
企
画
者
は
、
左

大
臣
時
平
を
中
心
と
す
る
摂
関
体
制
を
の
ぞ
む
藤
氏
勢
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
考
え
る
と
、
平
座
に
お
け
る
宇
多
皇
太
夫
人
温
子
の
捧
物

も
、
宴
の
意
義
・
目
的
と
天
皇
・
時
平
・
温
子
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
当
然
と

い
え
よ
う
。（
中
略
）
藤
花
宴
は
詠
和
歌
・
管
弦
を
主
体
と
し
、
賦
詩
の
な
い

は
じ
め
て
の
曲
宴
で
あ
り
、
か
つ
は
後
宮
で
催
さ
れ
た
晴
の
公
宴
で
も
あ
る
。

曲
宴
は
摂
関
勢
力
下
で
は
後
宮
で
も
催
さ
れ
た
が
、
元
来
、
皇
妃
・
女
房
が
中

心
の
後
宮
で
は
賦
詩
は
適
当
で
は
な
い
。
特
殊
の
目
的
も
あ
っ
て
、
飛
香
舎
で

藤
花
の
宴
が
催
さ
れ
、
詠
和
歌
が
主
体
の
曲
宴
と
な
っ
た
。
か
つ
て
は
御
朝
の

和
歌
が
天
皇
と
皇
妃
の
間
に
交
さ
れ
、
ま
た
皇
妃
・
女
房
達
の
贈
答
和
歌
の
場

で
あ
っ
た
後
宮
に
、
晴
の
曲
宴
が
開
か
れ
、
藤
花
宴
に
よ
っ
て
晴
の
和
歌
が
詠

ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
中
略
）
こ
の
延
喜
二
年
三
月
二
十
日
飛
香
舎
藤
花

宴
に
よ
り
、
後
宮
に
晴
の
歌
が
詠
ま
れ
は
じ
め
た
こ
と
は
、
和
歌
史
的
に
注
目

さ
れ
る
現
象
と
思
わ
れ
る
。

と
す
る（

４
）。

　

後
宮
と
い
う
場
で
催
さ
れ
た
に
せ
よ
、
王
卿
侍
臣
が
相
当
数
出
席
し
、
か
つ
和
歌

の
み
に
よ
る
公
的
な
宴
が
催
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
和
歌
に
公
的
な
地
位
が
賦
与

さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
の
藤
花
宴
は
、橋
本
が
「
左
大
臣
時
平
の
大
奉
仕
」

と
評
し
た
よ
う
に
、
時
平
の
主
導
に
よ
っ
て
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
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『古今和歌集』の成立過程（下）

る
と
、
時
平
が
和
歌
に
よ
る
勅
撰
集
を
撰
進
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
正
当
性
を
宮

廷
に
知
ら
し
め
る
と
い
う
意
図
の
も
と
に
催
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
時
平
は
道
真
と
そ
の
門
下
の
実
務
官
僚
の
勢
力
を
削
ご
う

と
、寛
平
末
年
以
降
、勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
事
業
を
推
進
し
て
き
た
。
寛
平
四
年
（
延

喜
元
年
）
に
道
真
は
失
脚
し
、
時
平
に
よ
る
支
配
体
制
が
確
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
時
平
は
一
旦
開
始
し
た
和
歌
に
よ
る
勅
撰
集
編
纂
の
事
業
を
断
念
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
延
喜
二
年
に
催
さ
れ
た
藤
花
宴
は
、
昌
泰
元
年
に
催
さ
れ
た
「
朱
雀
院

女
郎
花
合
」
以
降
、
時
平
の
参
加
が
確
認
さ
れ
る
唯
一
の
和
歌
に
関
す
る
催
し
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
主
催
者
は
時
平
で
あ
る
。
勅
撰
和
歌
集
の
編
集
作
業
が
い
よ
い
よ

本
格
化
す
る
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
賦
詩
を
伴
わ
な
い
和
歌
を
主
体
と
し
た
公
的
な

宴
を
催
す
こ
と
で
、
時
平
は
和
歌
の
公
的
な
性
格
を
広
く
貴
族
社
会
に
認
知
さ
せ
、

和
歌
に
よ
る
勅
撰
集
編
纂
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
醍
醐
天

皇
が
撰
者
達
に
二
度
目
の
詔
、
す
な
わ
ち
後
詔
を
下
し
た
の
は
、
こ
の
藤
花
宴
が
催

さ
れ
た
直
後
の
こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
延
喜
二
年
三
月
二
十
日
に
藤
花
宴
が
催
さ
れ
、
そ
の
直
後
に
勅
撰
集

撰
進
に
向
け
て
二
度
目
の
詔
、
す
な
わ
ち
後
詔
が
下
さ
れ
た
と
す
る
と
、
藤
花
宴
が

開
催
さ
れ
る
以
前
に
既
に
四
人
の
撰
者
か
ら
撰
集
の
資
料
と
な
る
べ
き
歌
が
提
出
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。『
古
今
集
』
巻
十
九
に
収
め
ら
れ
た
貫
之
の
「
古
歌
奉
り

し
時
の
目
録
の
そ
の
長
歌
」
は
前
詔
で
求
め
ら
れ
た
古
歌
を
献
上
し
た
際
、
そ
れ
に

付
け
て
奉
ら
れ
た
長
歌
と
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
末
尾
の
箇
所
を
引
用
す
る
と
、

八
千
草
の　

言
の
葉
ご
と
に　

す
べ
ら
ぎ
の　

お
ほ
せ
か
し
こ
み　

巻
々
の　

中

に
尽
す
と　

伊
勢
の
海
の　

浦
の
潮
貝　

拾
ひ
あ
つ
め　

と
れ
り
と
す
れ
ど　

玉
の
緒
の　

短
き
心　

思
ひ
あ
へ
ず　

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
な
っ
て
お
り（
５
）、
長
歌
末
尾
の
本
文
は
「
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
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
最
末
尾
の
表
現
に
認
め
ら
れ
る
「
春
雨
」
は
、
実
際
に
古
歌
を
提
出
し
た
際
の

季
節
の
気
候
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
貫
之
が
『
万
葉
集
』
に

入
ら
ぬ
古
歌
と
自
ら
の
家
集
を
提
出
し
た
の
は
、
延
喜
二
年
の
春
一
月
初
め
か
ら
藤

花
宴
が
催
さ
れ
た
三
月
二
十
日
以
前
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
前
詔
は
勅

撰
和
歌
集
を
編
集
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
四
人
の
撰
者
に
同
時
に
下
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
人
が
『
万
葉
集
』
に
入
ら
な
い
古
歌
と

自
ら
の
歌
を
収
め
た
資
料
を
提
出
し
た
の
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
と
想
定
さ
れ
る
。
と
す

る
と
、
他
の
撰
者
達
も
貫
之
が
古
歌
と
家
集
を
献
上
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
、
す
な

わ
ち
延
喜
二
年
の
一
月
初
め
か
ら
三
月
二
十
日
以
前
の
間
に
古
歌
と
家
集
を
献
上
し

た
と
想
定
さ
れ
る
。

　
『
貫
之
集
』
に
は
、

延
喜
御
時
や
ま
と
う
た
し
れ
る
人
を
め
し
て
む
か
し
い
ま
の
人
の
う
た
た

て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
し
に
、
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
に
て
う
た

え
ら
せ
た
ま
ふ
、
夜
ふ
く
る
ま
て
と
か
う
い
ふ
ほ
と
に
仁
寿
殿
の
も
と
の

桜
の
木
に
ほ
と
ゝ
き
す
の
な
く
を
聞
し
め
し
て
、
四
月
六
日
の
よ
な
り
け

れ
は
、
め
つ
ら
し
か
り
お
か
し
か
ら
せ
給
て
め
し
出
て
よ
ま
せ
た
ま
ふ
に

た
て
ま
つ
る

　
　

こ
と
な
つ
は
い
か
ゝ
鳴
け
ん
郭
公
こ
よ
ひ
は
か
り
は
あ
ら
し
と
そ
き
く

と
い
う
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る（
６
）。
こ
の
歌
は
詞
書
に
よ
る
と
、
和
歌
に
堪
能
な
人
々

か
ら
古
歌
や
近
年
の
歌
を
献
上
さ
せ
て
、「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」
で

撰
歌
が
始
め
ら
れ
た
四
月
六
日
、
た
ま
た
ま
「
仁
寿
殿
の
も
と
の
桜
の
木
」
で
郭
公

が
鳴
い
た
の
を
帝
が
珍
し
が
っ
て
、
貫
之
を
わ
ざ
わ
ざ
召
し
寄
せ
て
歌
を
よ
ま
せ
た

時
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
こ
よ
ひ
は
か
り
は
あ
ら
し
と
そ
き
く
」
と
い
う
貫
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之
歌
の
表
現
か
ら
す
る
と
、
こ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
日
は
後
詔
を
承
け
撰
者
達
が
「
承

香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」
に
初
め
て
参
集
し
、
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
に
取
り

か
か
っ
た
日
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
後
詔
に
よ
る
『
古
今
集
』
の
編
纂

作
業
が
始
め
ら
れ
た
の
は
、
某
年
の
四
月
六
日
と
な
る
が
、
撰
者
達
が
『
万
葉
集
』

に
入
ら
な
い
古
歌
と
そ
れ
ぞ
れ
の
家
集
を
提
出
し
た
の
が
、
延
喜
二
年
の
一
月
初
め

か
ら
三
月
二
十
日
以
前
の
間
と
す
る
と
、
後
詔
に
よ
る
『
古
今
集
』
の
編
纂
作
業
は

延
喜
二
年
の
四
月
六
日
に
始
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
前
詔
に
よ
る
撰
者
達
の
献
歌
が
行
わ
れ
た
の
が
延
喜
二

年
一
月
初
め
か
ら
藤
花
宴
が
催
さ
れ
た
同
年
三
月
二
十
日
以
前
、
藤
花
宴
が
催
さ
れ

た
の
は
同
年
三
月
二
十
日
、
そ
の
直
後
に
後
詔
が
下
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
延
喜
二
年

四
月
六
日
に
「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」
に
撰
者
達
が
集
め
ら
れ
、
勅
撰

和
歌
集
の
編
集
の
た
め
の
会
合
が
初
め
て
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
連
の

事
柄
が
行
わ
れ
た
日
程
の
流
れ
は
自
然
で
、
何
ら
矛
盾
を
感
じ
さ
せ
な
い
。

　

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

に
続
い
て
収
め
ら
れ
る
壬
生
忠
岑
の
「
古
歌
に
加
へ
て
奉
れ
る
長
歌
」
に
は
、

（
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　

長
々
し
く
も　

お
も
ほ
え
ず　

九
重
の　

な
か
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
く
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
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
忠
岑
の
長
歌
は
、
直
前
に
置
か
れ
た
貫
之
の
長

歌
同
様
、
前
詔
段
階
で
古
歌
を
提
出
し
た
際
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
右

に
引
用
し
た
長
歌
の
一
節
で
、
忠
岑
は
自
ら
の
勤
務
部
署
が
内
裏
に
近
い
近
衛
府
か

ら
内
裏
の
外
に
移
さ
れ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
こ
れ
は
忠
岑
が
右
近
番
長
か
ら
右

衛
門
府
生
に
遷
任
せ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
右
近
衛
府
が
大
内
裏
の

中
に
あ
る
の
に
対
し
、
右
衛
門
府
は
大
内
裏
の
外
に
位
置
し
て
い
た
。
と
す
る
と
、

前
詔
段
階
で
は
忠
岑
は
大
内
裏
の
外
に
勤
務
し
て
い
た
こ
と
に
な
り（
７
）、
撰
者
た
ち
が

前
詔
に
応
じ
て
『
古
今
集
』
編
纂
の
資
料
と
し
て
古
歌
や
自
ら
の
歌
を
献
上
す
る
以

前
は
、
ま
だ
撰
者
達
全
員
が
内
裏
の
中
で
仕
事
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
た
事
実
と
先
に
引
用
し
た
『
貫
之
集
』
の
詞
書
と
歌
を
勘
案
す

る
と
、
撰
者
達
全
員
が
内
裏
の
中
の
「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」
に
集

ま
っ
て
撰
集
の
作
業
を
始
め
た
の
は
後
詔
が
下
さ
れ
た
後
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。

　

因
み
に
、「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」
は
、『
西
宮
記
』『
拾
芥
抄
』
に

示
さ
れ
て
い
る
内
御
書
所
と
位
置
が
一
致
す
る
。
内
御
書
所
と
い
う
名
称
が
初
め
て

認
め
ら
れ
る
の
は
、『
北
山
抄
』
所
引
「
延
喜
御
記
」
延
喜
十
五
年
正
月
二
十
一
日

条
あ
た
り
で
あ
り
、『
西
宮
記
』
も
延
喜
の
初
め
勅
命
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
と
伝

え
る
が（

８
）、
先
の
『
貫
之
集
』
の
詞
書
で
内
御
書
所
と
記
さ
ず
、「
承
香
殿
の
ひ
ん
か

し
な
る
と
こ
ろ
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、後
詔
に
よ
る
作
業
が
開
始
さ
れ
た
当
初
は
、

「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」
は
ま
だ
内
御
書
所
と
呼
ば
れ
て
お
ら
ず
、
編

集
作
業
が
あ
る
程
度
進
ん
だ
段
階
で
内
御
書
所
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で

は
な
か
ろ
う
か（
９
）。

　
『
古
今
集
』
の
編
纂
作
業
が
行
わ
れ
た
「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」
が

後
に
内
御
書
所
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
御
書

所
で
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
に
向
け
た
作
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
御
書
所
で
行
わ
れ
た

勅
撰
和
歌
集
の
編
集
作
業
が
、
内
裏
の
内
の
「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」
が

内
御
書
所
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
後
詔
下
命
以

前
か
ら
御
書
所
に
勤
務
し
て
い
た
貫
之
が
、
御
書
所
預
と
い
う
立
場
で
内
御
書
所
で
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『古今和歌集』の成立過程（下）

『
古
今
集
』
の
編
集
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
後
詔
下
命
後
の
「
承

香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」
で
の
勅
撰
和
歌
集
編
集
作
業
開
始
以
前
か
ら
、
貫

之
が
御
書
所
で
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
作
業
の
準
備
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は

な
か
ろ
う
か）
10
（

。

　

と
こ
ろ
で
『
貫
之
集
』
の
詞
書
に
よ
る
と
、
四
月
六
日
「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な

る
と
こ
ろ
」
に
集
ま
っ
た
撰
者
達
は
、「
は
し
め
の
日
、
よ
の
ふ
く
る
ま
て
と
か
く

い
ふ
あ
ひ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
最
初
の
日
か
ら
夜
が
更
け
る
ま
で
あ
れ
こ
れ
と
議

論
を
し
た
と
あ
る
が
、
そ
の
議
論
の
内
容
は
今
後
の
編
集
方
針
で
あ
っ
た
と
想
像
さ

れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
撰
者
達
が
「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」

に
集
ま
っ
て
撰
集
の
作
業
を
始
め
た
の
は
、
後
詔
が
下
さ
れ
た
後
で
あ
り
、
そ
れ
ま

で
撰
者
達
は
一
堂
に
会
し
て
話
し
合
い
の
場
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
し
、
集
め
ら
れ
た
歌
を
部
類
し
て
歌
集
を
編
纂
せ
よ
と
の
詔
、
す
な
わ
ち
後
詔
も

受
け
て
は
い
な
か
っ
た
。
後
詔
に
よ
っ
て
勅
撰
和
歌
集
を
編
集
す
る
指
示
が
出
さ
れ

た
こ
と
で
、
撰
者
達
は
漸
く
「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」
に
集
ま
っ
て
編

集
方
針
を
話
し
合
う
作
業
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

話
し
合
っ
て
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
数
多
く
あ
り
、
四
月
六
日
の
会
合

だ
け
で
は
全
て
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
が
、
何
回
か
の
話
し

合
い
を
経
て
、
新
し
い
勅
撰
和
歌
集
の
編
集
方
針
が
順
次
決
ま
っ
て
い
っ
た
と
推
定

さ
れ
る
。
歌
集
名
は
前
詔
で
「『
万
葉
集
』
に
入
ら
ぬ
古
き
歌
」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
撰

者
の
家
集
の
提
出
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
古
歌
と
当
時
（
今
）
の
歌
人
の
歌
を

資
料
と
し
た
和
歌
集
、
す
な
わ
ち
『
古
今
和
歌
集
』
と
い
う
名
称
が
つ
け
ら
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
前
詔
で
古
歌
は
「『
万
葉
集
』
に
入
ら
ぬ
古
き
歌
」
を

集
め
る
よ
う
命
じ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
当
時
『
万
葉
集
』
が
勅
撰
和
歌
集
と
見

做
さ
れ
て
お
り
、
新
し
い
勅
撰
和
歌
集
に
は
既
に
勅
撰
和
歌
集
に
入
っ
て
い
る
歌
は

収
載
し
な
い
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
と
す
る
と
、
前

例
と
な
る
勅
撰
和
歌
集
と
見
做
さ
れ
る『
万
葉
集
』が
二
十
巻
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
古

今
和
歌
集
』
も
二
十
巻
と
い
う
構
成
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
他
の
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
、
例
え
ば
二
十
巻
の
歌
集

を
ど
の
よ
う
な
部
立
て
で
構
成
す
る
か
、
収
載
す
る
歌
の
配
列
は
ど
の
よ
う
に
す
る

か
、
歌
、
詞
書
、
作
者
名
等
の
表
記
は
ど
の
よ
う
に
す
る
か
等
々
の
問
題
も
徐
々
に

決
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
歌
集
の
編
纂
を
行
う
過
程
で
、
決
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
針
や
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
針
も
出
て
き
た
で
あ
ろ

う
が
、
そ
う
し
た
問
題
も
そ
の
都
度
改
め
て
方
針
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
撰
者
達
の
一
存
で
決
定
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
都
度
天
皇
の
意
向
を
伺
う
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

六

　

先
に
前
詔
が
下
さ
れ
た
昌
泰
元
年
以
降
に
貫
之
が
御
書
所
に
勤
務
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
が
、
勅
撰
和
歌
集
を
編
纂
す
る
と
な
る
と
四
人

の
撰
者
が
献
上
す
る
家
集
に
収
め
ら
れ
た
歌
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
。『
古
今
集
』

の
歌
人
を
入
集
歌
数
の
多
い
順
に
示
す
と
、
貫
之
九
九
首
、
躬
恒
六
〇
首
、
友
則

四
六
首
、
素
性
三
六
首
、
忠
岑
三
六
首
、
業
平
三
〇
首
、
伊
勢
二
二
首
、
敏
行
一
九

首
、
遍
照
・
小
町
・
興
風
・
深
養
父
一
七
首
、
元
方
一
四
首
、
定
文
九
首
、
是
則
八

首
と
い
っ
た
順
に
な
り
、
四
人
の
撰
者
の
歌
が
多
い
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ

以
外
に
六
歌
仙
時
代
か
ら
撰
者
時
代
に
か
け
て
の
歌
人
の
歌
が
か
な
り
の
数
採
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
撰
者
以
外
の
歌
人
の
歌
は
、
貫
之
が
御
書
所
の
勤
務
を
命
じ
ら
れ

た
時
に
は
既
に
御
書
所
に
収
め
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
収
め
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
貫
之
は
そ
れ
ら
の
歌
人
の
家
集
を
収
集
し
、
勅
撰
集
編
纂

の
資
料
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、『
万
葉
集
』
を
は
じ
め
古
歌
を
収
め
た
歌
集
も
既
に
御
書
所
に
は
存
在
し

た
と
思
わ
れ
る
が
、
御
書
所
に
収
め
ら
れ
て
い
る
以
外
の
古
歌
も
貫
之
は
積
極
的
に

収
集
し
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
『
古
今
集
』
の
仮
名
序
に
は
、

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
。

と
、『
万
葉
集
』
の
歌
を
除
外
し
た
古
歌
を
献
上
さ
せ
た
と
の
記
述
が
存
す
る
。『
古

今
集
』
に
収
め
ら
れ
た
千
百
首
の
歌
の
内
、
数
首
が
『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
た
歌

と
同
一
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が）
11
（

、
そ
れ
以
外
は
全
て
『
万
葉
集
』
に
収

め
ら
れ
て
い
な
い
歌
で
あ
り
、
新
し
い
勅
撰
和
歌
集
に
『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
た

歌
を
い
れ
な
い
と
い
う
原
則
は
、
概
ね
守
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
当
時
、
漢
字
の
み
で
表
記
さ
れ
た
『
万
葉
集
』
の
歌
を
、
当
時
の
歌
人
達

が
ど
れ
ほ
ど
訓
み
下
す
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
和
歌
を
漢
字
で
表
記
す
る
こ

と
は
平
安
時
代
に
も
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
、『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
た
歌
も
あ
る

程
度
は
訓
み
下
す
こ
と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
全
て
の
歌
を
正
確
に
訓
み
下
す
と

な
る
と
、
そ
れ
は
か
な
り
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
状
況

の
中
で
、『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
た
歌
の
入
集
を
ほ
ん
の
数
首
に
抑
え
ら
れ
た
の

は
か
な
り
の
成
果
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
成
果
は
ど
の
よ
う
に
し
て

な
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

御
書
所
に
『
万
葉
集
』
が
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
だ
と

す
る
と
、
貫
之
が
『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
た
歌
を
訓
読
し
、
索
引
の
よ
う
な
も
の

を
作
成
し
て
、
自
ら
が
収
集
し
た
古
歌
が
『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か

を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
貫
之
が
『
万
葉

集
』
に
収
め
ら
れ
た
全
て
の
歌
を
正
確
に
訓
み
下
す
こ
と
が
で
き
た
と
は
考
え
が
た

い
が
、
か
な
り
の
数
の
万
葉
歌
に
あ
る
程
度
の
訓
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
貫
之
が
そ
の
よ
う
に
し
て
訓
み
下
し
た
歌
の
索
引
の
よ
う
な
も
の
を

作
成
し
、
自
ら
の
収
集
し
た
古
歌
が
万
葉
歌
か
否
か
を
判
別
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

は
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
貫
之
以
外
の
他
の
撰
者
達
が
各

自
『
万
葉
集
』
を
所
有
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
、貫
之
以
外
の
撰
者
達
も
、

自
ら
集
め
た
古
歌
を
貫
之
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

貫
之
は
ま
た
、
自
ら
が
収
集
し
た
古
歌
を
を
そ
の
ま
ま
保
管
す
る
だ
け
で
な
く
、

撰
集
作
業
を
迅
速
に
進
め
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
和
歌
を
分
類
す
る
作
業
も
行
っ
て

い
た
。『
古
今
集
』
巻
十
九
に
収
め
ら
れ
る
貫
之
「
古
歌
奉
り
し
時
の
目
録
の
そ
の

長
歌
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

天
彦
の　

音
羽
の
山
の　

春
霞　

思
ひ
乱
れ
て　

五
月
雨
の　

空
も
と
ど
ろ
に　

さ
夜
ふ
け
て　

山
郭
公　

鳴
く
ご
と
に　

誰
も
寝
覚
め
て　

唐
錦　

龍
田
の
山

の　

も
み
ぢ
葉
を　

見
て
の
み
し
の
ぶ　

神
無
月　

時
雨
し
ぐ
れ
て　

冬
の
夜

の　

庭
も
は
だ
れ
に　

降
る
雪
の　

な
ほ
消
え
か
へ
り　

年
ご
と
に　

時
に
つ

け
つ
つ　

あ
は
れ
て
ふ　

こ
と
を
言
ひ
つ
つ　

君
を
の
み　

千
代
に
と
い
は
ふ　

世
の
人
の　

思
ひ
す
る
が
の　

富
士
の
嶺
の　

燃
ゆ
る
思
ひ
も　

飽
か
ず
し
て　

別
る
る
涙　

藤
衣　

織
れ
る
心
も　

八
千
種
の　

言
の
葉
ご
と
に

 

（
巻
十
九
・
一
〇
〇
二
）

こ
う
し
た
記
述
か
ら
す
る
と
、
貫
之
が
献
上
し
た
古
歌
集
に
は
、
春
、
夏
、
秋
、
冬
、

賀
、
恋
、
哀
傷
と
い
っ
た
部
類
が
な
さ
れ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
こ
の
部
類
の

仕
方
は
、
そ
の
後
『
古
今
集
』
に
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
貫
之
と
同
時
に
古

歌
を
献
上
し
た
忠
岑
の
「
古
歌
に
加
へ
て
奉
れ
る
長
歌
」
は
、
我
が
身
の
不
遇
を
訴

え
る
こ
と
を
主
と
し
て
お
り
、
献
上
し
た
古
歌
を
分
類
し
た
と
い
う
記
述
は
認
め
ら

れ
な
い
。
友
則
、
躬
恒
が
献
上
し
た
古
歌
集
に
貫
之
の
よ
う
な
分
類
が
な
さ
れ
て
い

た
か
ど
う
か
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、当
時
の
歌
合
な
ど
で
は
、春
、夏
、秋
、
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『古今和歌集』の成立過程（下）

冬
、
恋
と
い
っ
た
分
類
が
な
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
か
ら
、
友
則
や
躬
恒
が
献
上
し

た
古
歌
集
に
貫
之
が
試
み
た
よ
う
な
分
類
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
前

詔
が
下
さ
れ
た
時
点
か
ら
御
書
所
に
勤
務
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
貫
之
は
、
そ
の

時
点
か
ら
既
に
『
古
今
集
』
全
体
を
ど
の
よ
う
な
部
立
て
で
構
成
す
る
か
と
い
う
こ

と
ま
で
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
勅
撰
和
歌
集
編
纂
を
行
う
際
、
実
務
の
中

心
を
担
う
こ
と
を
既
に
決
め
ら
れ
て
お
り
、
前
詔
が
下
さ
れ
た
段
階
か
ら
新
た
な
勅

撰
和
歌
集
の
編
集
方
針
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
立
場
に
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

寛
平
九
年
友
則
を
少
内
記
に
任
命
し
た
時
点
で
、
時
平
は
既
に
友
則
に
紹
介
さ
れ

た
貫
之
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
か
な
り
の
知
見
を
有
し
て
お
り
、
貫
之
の
実
務
能
力

を
高
く
評
価
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
友
則
だ
け
で
は
勅
撰
和
歌
集
の
実
質

的
な
編
集
作
業
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
そ
の
配
下
に
貫
之
を
実
質
的
な
編

集
の
責
任
者
と
し
て
置
け
ば
、
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
も
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
う
考

え
て
、
時
平
は
友
則
を
後
に
大
内
記
に
な
す
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
勅
撰
和
歌
集
編

纂
の
筆
頭
撰
者
と
し
、
友
則
の
庇
護
下
に
あ
る
貫
之
を
勅
撰
和
歌
集
編
纂
作
業
の
実

質
的
な
責
任
者
と
す
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
貫
之
が
後
詔
が
下
さ

れ
る
以
前
か
ら
御
書
所
に
勤
務
し
て
い
た
の
も
、
時
平
の
意
向
に
よ
る
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
昌
泰
元
年
の
女
郎
花
合
に
友
則
が
出
席
し
な
か
っ
た
の
は
、
友
則
は
名
目

上
筆
頭
撰
者
と
な
る
が
、
実
際
の
業
務
は
貫
之
を
中
心
に
行
っ
て
い
こ
う
と
す
る
計

画
が
既
に
固
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

な
お
、先
に
述
べ
た
よ
う
に
、前
詔
に
よ
る
作
業
が
、昌
泰
元
年
秋
以
降
と
す
る
と
、

延
喜
二
年
の
後
詔
開
始
ま
で
三
年
以
上
の
年
月
が
経
過
し
た
こ
と
に
な
り
、
撰
集
の

資
料
を
集
め
る
に
し
て
は
い
さ
さ
か
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
て
い
る
感
も
あ
る
が
、
献

上
さ
れ
た
古
歌
が
『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い

う
作
業
を
想
定
す
る
と
、そ
う
長
い
時
間
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

昌
泰
四
年
一
月
二
十
五
日
に
は
菅
原
道
真
が
太
宰
府
に
左
遷
さ
れ
る
い
う
大
事
件
が

起
こ
り
、
同
年
七
月
十
五
日
に
延
喜
と
改
元
さ
れ
る
と
い
う
状
況
の
中
で
は
、
そ
の

年
の
前
年
昌
泰
三
年
の
う
ち
に
前
詔
に
よ
る
作
業
が
終
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
翌

昌
泰
四
年
、
す
な
わ
ち
延
喜
元
年
に
、
四
人
の
撰
者
達
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
集
と
彼
ら

が
集
め
た
古
歌
を
献
上
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
勅
撰
和
歌
集
編
纂
の
詔
を
出
す
こ
と

は
困
難
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

七

　

さ
て
、
後
詔
が
下
命
さ
れ
、
撰
者
た
ち
が
「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」

に
集
ま
っ
て
撰
修
作
業
を
開
始
し
た
延
喜
二
年
四
月
六
日
の
時
点
に
も
う
一
度
戻
っ

て
み
よ
う
。延

喜
御
時
や
ま
と
う
た
し
れ
る
人
を
め
し
て
む
か
し
い
ま
の
人
の
う
た
た

て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
し
に
、
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
に
て
う
た

え
ら
せ
た
ま
ふ
、
夜
ふ
く
る
ま
て
と
か
う
い
ふ
ほ
と
に
仁
寿
殿
の
も
と
の

桜
の
木
に
ほ
と
ゝ
き
す
の
な
く
を
聞
し
め
し
て
、
四
月
六
日
の
よ
な
り
け

れ
は
、
め
つ
ら
し
か
り
お
か
し
か
ら
せ
給
て
め
し
出
て
よ
ま
せ
た
ま
ふ
に

た
て
ま
つ
る

　
　

こ
と
な
つ
は
い
か
ゝ
鳴
け
ん
郭
公
こ
よ
ひ
は
か
り
は
あ
ら
し
と
そ
き
く

詞
書
に
よ
る
と
、
こ
の
歌
は
後
詔
が
下
さ
れ
、
撰
者
達
が
初
め
て
「
承
香
殿
の
ひ
ん

か
し
な
る
と
こ
ろ
」
に
集
ま
っ
て
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
方
針
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て

い
た
日
の
夜
、
四
月
六
日
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
早
く
も
郭
公
が
鳴
い
た
の
を
帝

が
お
聞
き
に
な
っ
て
、
貫
之
を
呼
び
出
し
て
詠
ま
せ
た
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
で
、
帝
が
歌
人
達
の
中
か
ら
一
人
を
召
し
て
歌
を
詠
ま
せ
る
と
す
る

な
ら
、
四
人
の
撰
者
の
筆
頭
で
あ
る
友
則
を
召
し
て
歌
を
詠
ま
せ
る
べ
き
で
あ
る
の
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に
、
な
ぜ
貫
之
が
召
さ
れ
て
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
最

も
有
力
な
答
え
は
、
四
月
六
日
の
夜
に
は
友
則
は
「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ

ろ
」
に
は
居
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
こ
の
日
の
集
ま
り
に
友
則

が
出
席
し
て
い
た
ら
、
帝
が
四
月
六
日
に
宮
中
で
郭
公
の
鳴
い
た
の
を
珍
し
が
っ
て

歌
を
詠
ま
せ
よ
う
と
し
た
時
、
ま
ず
友
則
を
呼
ん
で
歌
を
召
す
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
右
に
示
し
た
詞
書
と
歌
か
ら
す
る
と
、
こ
の
時
帝
に
召
さ
れ
て
歌
を
詠
ん
だ
の

は
貫
之
で
あ
る
。
詞
書
に
「
暮
る
る
ま
で
」
と
あ
り
、
当
日
の
会
議
が
長
く
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
友
則
が
中
座
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、「
始
め
の
日
よ
り
、
暮

る
る
ま
で
と
か
く
い
ふ
間
に
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
四
月
六
日
の
集
ま
り
が
単
な

る
顔
合
わ
せ
と
い
っ
た
も
の
で
な
く
、
勅
撰
和
歌
集
の
編
集
方
針
と
い
っ
た
重
要
な

問
題
が
話
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
筆
頭
撰
者
の
友
則
が
途
中
で

席
を
外
す
と
い
う
こ
と
は
通
常
考
え
が
た
い
。
し
か
し
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

友
則
の
立
場
は
名
目
的
な
筆
頭
撰
者
で
あ
り
、
編
集
作
業
の
実
質
的
な
リ
ー
ダ
ー
は

貫
之
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
四
月
六
日
の
打
ち
合
わ
せ
の
夜
に
友
則
が
不
在
で

あ
っ
た
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
友
則
は
、
こ
の
記
念
す
べ
き
勅
撰
和
歌
集
編
纂
の

最
初
の
編
集
会
議
で
あ
る
四
月
六
日
の
集
ま
り
に
顔
を
出
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
自
ら

は
実
際
の
編
集
業
務
に
関
与
し
な
い
た
め
、
編
集
方
針
等
の
実
務
的
な
業
務
に
関
し

て
は
、
実
質
的
な
編
集
責
任
者
で
あ
る
貫
之
に
委
ね
、
実
際
に
編
集
作
業
を
す
る
こ

と
に
な
る
三
人
の
撰
者
た
ち
を
残
し
て
席
を
立
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
、
友
則
は
体
調
の
不
調
な
ど
の
理
由
で
、
こ
の
日
の
集
ま
り
に
最
初
か
ら
参
加
し

て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
貫
之
は
既
に
御

書
所
に
勤
務
し
撰
集
資
料
の
整
理
等
の
作
業
に
従
事
し
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
前

詔
の
命
に
応
じ
て
古
歌
を
献
上
し
た
際
に
目
録
と
し
て
付
け
た
長
歌
の
表
現
か
ら
、

献
上
し
た
古
歌
を
春
、
夏
、
秋
、
冬
、
賀
、
恋
、
哀
傷
に
分
類
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、

他
の
撰
者
以
上
に
撰
集
に
深
く
関
与
し
、
ま
た
撰
集
の
あ
り
方
に
強
い
関
心
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
点
以

前
か
ら
彼
が
撰
集
作
業
の
実
質
的
な
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

先
に
も
示
し
た
が
、『
古
今
集
』
の
歌
人
を
入
集
歌
数
の
多
い
順
に
示
す
と
、
貫

之
九
九
首
、
躬
恒
六
〇
首
、
友
則
四
六
首
、
素
性
三
六
首
、
忠
岑
三
六
首
、
業
平

三
〇
首
、
伊
勢
二
二
首
、
敏
行
一
九
首
、
遍
照
・
小
町
・
興
風
・
深
養
父
一
七
首
、

元
方
一
四
首
、
定
文
九
首
、
是
則
八
首
と
な
る
。
筆
頭
撰
者
で
あ
る
友
則
に
比
し
て
、

貫
之
、
躬
恒
の
歌
数
が
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
貫
之
の
九
九

首
と
い
う
歌
数
は
、
収
載
歌
数
で
二
位
の
躬
恒
の
四
〇
首
を
大
き
く
引
き
離
し
て
い

お
り
、『
古
今
集
』
全
歌
数
の
約
一
割
を
占
め
る
。
こ
れ
だ
け
の
数
の
歌
を
収
め
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
右
に
示
し
た
貫
之
が
『
古
今
集
』
編
纂
の
実
質
的
な
中
心
人

物
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
想
定
を
補
強
す
る
根
拠
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

な
お
、『
古
今
集
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

 

か
ん
な
り
の
壺
に
召
し
た
り
け
る
日
、
大
御
酒
な
ど
た
う
べ
て
、
雨
の

い
た
く
降
り
け
れ
ば
、
夕
さ
り
ま
で
侍
り
て
ま
か
り
い
で
け
る
折
に
、

盃
を
と
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
ら
ゆ
き

　
　

397
秋
萩
の
花
を
ば
雨
に
濡
ら
せ
ど
も
君
を
ば
ま
し
て
を
し
と
こ
そ
思
へ

　
　
　
　
　

と
よ
め
り
け
る
返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兼
覧
王

　
　

398
を
し
む
ら
む
人
の
心
を
知
ら
ぬ
ま
に
秋
の
時
雨
と
身
ぞ
ふ
り
に
け
る

　
　
　
　
　

兼
覧
王
に
は
じ
め
て
物
語
し
て
別
れ
け
る
時
に
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
つ
ね

　
　

399 
別
る
れ
ど
う
れ
し
く
も
あ
る
か
こ
よ
ひ
よ
り
あ
ひ
見
ぬ
さ
き
に
な
に
を
恋
ひ

ま
し
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『古今和歌集』の成立過程（下）

「
か
ん
な
り
の
壺
」
と
は
、
後
宮
の
殿
舎
の
一
つ
で
あ
る
襲
芳
舎
の
こ
と
で
、
内
裏

の
西
北
隅
に
あ
っ
た
。
右
に
挙
げ
た
歌
は
、
貫
之
と
躬
恒
が
「
か
ん
な
り
の
壺
」
に

召
さ
れ
、
惟
喬
親
王
の
子
で
あ
る
兼
覧
王
と
初
め
て
対
面
し
た
時
の
感
懐
を
詠
じ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
卑
官
の
貫
之
や
躬
恒
が
宮
中
の
襲
芳
舎
で
兼
覧
王
と
逢
う
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
彼
ら
が
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
の
た
め
宮
中
に
伺
候
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
ら
の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
後
詔

の
後
、「
承
香
殿
の
東
な
る
と
こ
ろ
」
で
、勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
作
業
を
始
め
て
以
後
、

つ
ま
り
延
喜
二
年
四
月
六
日
以
降
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。「
秋
萩
」「
時
雨
」と
い
っ

た
語
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
延
喜
二
年
か
ら
延
喜
四
年
ま
で
の
い
ず

れ
か
の
秋
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
。

　
　
　
　
　

 

か
ん
な
り
の
壺
に
人
々
あ
つ
ま
り
て
、
秋
の
夜
惜
し
む
歌
よ
み
け
る
つ

い
で
に
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
つ
ね

　
　

190
か
く
ば
か
り
を
し
と
思
ふ
夜
を
い
た
づ
ら
に
寝
て
あ
か
す
ら
む
人
さ
へ
ぞ
憂
き

臼
田
甚
五
郎
は
こ
の
歌
の
原
型
と
し
て
西
本
願
寺
本
『
躬
恒
集
』
に
収
め
ら
れ
る

　
　
　
　
　

延
喜
四
年
、
か
み
な
り
の
壺
に
て

　
　

飽
く
ま
で
も
今
宵
の
月
を
見
つ
つ
あ
ら
で
寝
て
明
か
す
ら
む
人
の
心
よ

と
い
う
歌
を
挙
げ
る）
12
（

。
も
し
こ
の
歌
が
『
古
今
集
』
190
番
歌
の
も
と
の
歌
で
あ
る
と

す
る
と
、
190
番
歌
は
延
喜
四
年
の
秋
以
降
に
詠
ま
れ
た
歌
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
歌
以
外
に
も
、
前
詔
で
集
め
ら
れ
た
歌
以
外
に
、
後
詔
以
降
『
古
今
集
』

の
編
纂
作
業
に
入
っ
た
後
に
詠
ま
れ
た
歌
も
、『
古
今
集
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、『
古
今
集
』
の
歌
の
配
列
は
、
き
わ
め
て
精
緻
な

構
成
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
精
緻
な
配
列
を
構
成
す
る
た
め
に
、
撰
者
達
が

新
た
に
歌
を
詠
ん
で
配
列
を
整
え
る
と
い
っ
た
作
業
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
十
分
想
像

さ
れ
る
。八

　
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
お
よ
び
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
に
よ
る
と
、
延
喜
四
年
正

月
二
十
五
日
、
友
則
は
少
内
記
か
ら
大
内
記
に
昇
任
し
て
い
る
。
そ
の
二
年
前
、
延

喜
二
年
に
大
内
記
で
あ
っ
た
小
野
美
材
が
没
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
任

に
は
昌
泰
四
年
二
月
に
大
内
記
か
ら
叙
爵
し
て
越
前
守
に
遷
っ
て
い
た
三
統
理
平
が

任
ぜ
ら
れ
、
友
則
は
少
内
記
に
据
え
置
か
れ
た
。
も
う
一
人
の
大
内
記
は
昌
泰
三
年

に
大
内
記
と
な
っ
た
平
中
興
で
あ
る
。
こ
の
中
興
が
延
喜
四
年
正
月
に
叙
爵
し
、
遠

江
守
に
転
出
し
た
こ
と
で
、
友
則
は
大
内
記
に
昇
任
し
た
の
で
あ
る）
13
（

。
延
喜
二
年
と

い
え
ば
、
四
月
六
日
か
ら
後
詔
に
よ
る
編
集
作
業
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、『
古
今

集
』
完
成
に
は
ま
だ
し
ば
ら
く
時
間
が
か
か
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
延
喜

四
年
に
な
る
と
、『
古
今
集
』
は
後
一
年
ほ
ど
で
完
成
と
い
う
時
期
を
迎
え
て
い
た
。

『
古
今
集
』
の
筆
頭
撰
者
と
し
て
は
、
少
内
記
よ
り
大
内
記
が
ふ
さ
わ
し
い
。
勅
撰

和
歌
集
撰
進
を
企
画
し
た
時
平
も
、
当
然
そ
の
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
。
寛
平
九
年

に
四
十
歳
ま
で
無
官
で
あ
っ
た
友
則
を
土
佐
掾
、
翌
年
少
内
記
と
し
た
の
は
、
将
来

勅
撰
和
歌
集
が
完
成
し
た
際
に
は
、
友
則
を
筆
頭
撰
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
大
内
記

に
就
け
よ
う
と
の
目
論
見
が
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。
延
喜
四
年
に
友
則
が

大
内
記
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、『
古
今
集
』
の
完
成
が
間
近
に
迫
っ
て
お
り
、
友
則

を
勅
撰
和
歌
集
の
筆
頭
撰
者
に
ふ
さ
わ
し
い
官
職
に
就
け
る
必
要
が
生
じ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

　

翌
延
喜
五
年
四
月
十
五
日
、『
古
今
和
歌
集
』
は
奏
上
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、『
古

今
集
』
に
は
、
真
名
序
、
仮
名
序
と
い
う
二
つ
の
序
文
が
あ
る
。
一
つ
の
作
品
に
二

つ
の
序
文
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
異
例
な
こ
と
で
あ
る
。『
古
今
集
』
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は
な
ぜ
真
名
序
、
仮
名
序
と
い
う
二
つ
の
序
文
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

真
名
序
、
仮
名
序
の
う
ち
、
先
に
書
か
れ
た
の
は
真
名
序
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。『
古
今
集
』
以
前
の
書
物
で
序
文
を
持
つ
も
の
は
、
全
て
漢
文
で
書
か
れ

て
い
る
。
ま
た
、
当
時
の
公
用
文
書
は
全
て
漢
字
で
書
か
れ
て
い
た
か
ら
、
勅
撰
集

と
い
う
公
的
な
編
纂
物
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
の
序
は
、
漢
文
で
書
か
れ
る
の
が

当
然
と
考
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う）
14
（

。
と
す
る
と
、
真
名
序
が
書
か
れ
れ
ば
そ
れ
だ

け
で
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
真
名
序
の
内
容
と
き
わ
め
て
類

似
し
た
内
容
を
持
つ
仮
名
序
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
真
名
序
が
書
か
れ
た
後

に
仮
名
序
が
書
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
で
は
、な
ぜ
仮
名
序
は
書
か
れ
た
の
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
真
名
序
が
書
か
れ
奏
上
さ
れ
た
後
、
天
皇
の
命
に
よ
り
仮
名

序
が
書
か
れ
た
と
推
測
す
る
他
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
序

文
は
漢
文
で
書
か
れ
る
と
い
う
の
が
当
時
の
常
識
で
あ
り
、
撰
者
た
ち
が
独
断
で
仮

名
の
序
文
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
考
え
が
た
い
。
従
来
の
慣
例
を
破
っ
て
、
仮
名
で

序
文
を
書
く
こ
と
を
許
可
し
う
る
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
帝
を
お
い
て
他
に

は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
二
十
一
歳
で
あ
っ
た
醍
醐
天
皇
が
独
断
で
判
断
す
る
と

は
想
像
で
き
な
い
か
ら
、
当
時
補
佐
役
と
し
て
政
治
を
主
導
し
て
い
た
藤
原
時
平
の

口
添
え
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
時
平
は
和
歌
を
漢
詩
と
同
等
、
な
い
し
は

そ
れ
に
近
い
公
的
文
芸
と
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
か
ら
、
勅
撰
和
歌
集
に
漢
文
の

序
文
よ
り
、
仮
名
の
序
文
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
和
歌
集
の

序
文
が
漢
文
で
書
か
れ
る
よ
り
、
仮
名
で
書
か
れ
た
方
が
見
栄
え
が
い
い
。
か
つ
、

仮
名
で
書
か
れ
る
和
歌
に
仮
名
で
書
か
れ
た
序
文
を
添
え
れ
ば
、
勅
撰
集
全
体
が
仮

名
で
書
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
仮
名
文
字
で
書
か
れ
る
和
歌
と
い
う
も
の
の
公
的
な

性
格
が
よ
り
強
く
主
張
出
来
る
。
時
平
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
勅
撰
和
歌
集
の
序

文
を
仮
名
で
書
く
こ
と
を
帝
に
助
言
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
結
果
、
最
初
に
書

か
れ
た
真
名
序
を
も
と
に
仮
名
序
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
存

す
る
『
古
今
集
』
の
主
要
な
伝
本
は
、
多
く
の
伝
本
で
仮
名
序
が
作
品
の
前
に
据
え

ら
れ
、
真
名
序
は
作
品
の
後
に
据
え
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
仮
名
序
の
み
で
真
名
序
を

持
た
な
い
と
い
っ
た
形
で
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
も
、
真
名
序
、
仮
名
序
の

成
立
過
程
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
十
分
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
古
今
集
』
の
真
名
序
は
、『
本
朝
文
粋
』
に
よ
る
と
紀
淑
望
の
作
と

さ
れ
て
い
る
。
目
崎
徳
衛
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「『
本
朝
文
粋
』
は
詔
や
位
記
あ
る

い
は
摂
関
大
臣
ら
の
上
表
願
文
な
ど
を
も
、
み
な
実
際
の
執
筆
者
の
氏
名
を
掲
げ
て

集
録
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
淑
望
作
と
い
う
の
も
必
ず
内
幕
を
伝
え
た
も
の
」
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う）
15
（

。
紀
淑
望
は
紀
長
谷
雄
の
長
男
で
貫
之
と
同
じ
紀
氏
で
は

あ
る
が
、
血
縁
的
に
は
遠
い
。『
古
今
和
歌
集
目
録
』
に
よ
る
と
、
寛
平
八
年
二
月

に
文
章
生
と
な
り
、
得
業
生
を
経
て
、
延
喜
元
年
九
月
に
対
策
に
及
第
、
同
二
年
民

部
少
丞
、
四
年
に
大
丞
、『
古
今
集
』
真
名
序
を
書
い
た
翌
年
、
す
な
わ
ち
延
喜
六

年
正
月
に
は
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、『
古
今
集
』
真
名
序
が
執
筆

さ
れ
た
と
す
る
時
期
前
後
は
順
調
な
昇
進
を
遂
げ
て
お
り
、
漢
文
の
素
養
に
秀
で
て

お
り
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
勅
撰

集
の
序
文
を
執
筆
す
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
淑
望
よ
り
も
彼
の
父
親
の
長
谷
雄
の
よ

う
な
当
代
一
流
の
儒
者
が
ふ
さ
わ
し
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
淑
望
な
の
か
。
そ

の
理
由
の
一
つ
は
、『
古
今
集
』
撰
進
当
時
は
ま
だ
和
歌
が
貴
族
社
会
に
お
い
て
公

的
な
文
芸
と
し
て
十
分
認
知
さ
れ
て
お
ら
ず
、
長
谷
雄
の
よ
う
な
高
名
な
儒
者
に
序

文
の
執
筆
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
真
名
序
の
内
容
を
見
る
と
、
淑
望
一
人
で
真
名
序
を
書

い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。『
古
今
集
』の
編
集
作
業
に
全
く
加
わ
っ
て
お
ら
ず
、

『
古
今
集
』
の
内
容
も
十
分
に
知
ら
ず
、
ま
た
歌
人
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
の
作
品
を
残

し
て
い
な
い
淑
望
が
、
い
く
ら
漢
文
に
優
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
単
独
で
『
古
今
集
』
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『古今和歌集』の成立過程（下）

の
序
文
を
執
筆
し
う
る
と
は
考
え
が
た
い
。
真
名
序
の
末
尾
に
「
時
に
延
喜
五
年
歳

の
乙
丑
に
次
る
四
月
十
五
日
、
臣
貫
之
等
謹
み
て
序
す
」
と
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
淑
望
が
真
名
序
を
執
筆
し
た
に
せ
よ
、
そ

れ
は
淑
望
一
人
で
行
っ
た
も
の
で
な
く
、
貫
之
と
共
同
し
て
行
っ
た
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
ろ
う
。
仮
名
序
の
作
者
が
貫
之
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
そ
の
内
容

が
真
名
序
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
も
、
貫
之
が
真
名
序
の
執
筆
に
関
与
し
て
い
た

こ
と
を
示
す
有
力
な
証
左
と
な
ろ
う
。
と
す
る
と
、
真
名
序
の
大
体
の
執
筆
内
容
を

提
示
し
た
の
は
貫
之
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
貫
之
と
て
後
に
『
新
撰
和
歌
』
序
を
執

筆
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
く
漢
文
が
書
け
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か

し
、
勅
撰
集
の
序
文
と
な
る
と
、
彼
の
漢
文
の
力
量
で
は
や
や
不
安
な
部
分
が
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
貫
之
は
、
勅
撰
集
の
序
文
を
執
筆
し
う
る
ほ
ど
の
漢
文
能

力
の
あ
る
人
材
が
必
要
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
貫
之
と
相
談
す
る
よ
う
な
形
で
序
文

を
執
筆
す
る
と
な
る
と
、
先
に
も
述
べ
た
和
歌
が
公
的
な
文
芸
と
し
て
十
分
認
知
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
の
他
に
、
貫
之
の
提
示
す
る
内
容
に
従
っ
て
漢
文
の

序
を
執
筆
し
て
く
れ
る
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
も
加
わ
る
こ
と
に

な
り
、
当
代
一
流
の
漢
学
者
に
そ
の
執
筆
を
依
頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
貫
之
は
何
ら
か
の
縁
故
を
頼
っ
て
、
淑
望
に
真
名
序
執
筆

の
援
助
を
願
い
出
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
淑
望
と
て
、
歌
集
の
序
文
を
執
筆
す

る
こ
と
に
た
め
ら
い
は
覚
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
序
文
の
執
筆
者
は
表
向
き
貫
之
と
な

り
、
自
ら
の
名
は
表
に
出
な
い
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
問
題
は
無
い
と
考
え
て
、
貫
之

の
真
名
序
執
筆
を
手
伝
う
こ
と
を
了
承
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ま

ず『
古
今
集
』の
真
名
序
が
執
筆
さ
れ
、そ
の
後
仮
名
序
が
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

真
名
序
に
記
さ
れ
た
日
付
は
延
喜
五
年
四
月
十
五
日
、
仮
名
序
に
記
さ
れ
た
日
付

は
延
喜
五
年
四
月
十
八
日
に
な
っ
て
い
る
。『
日
本
紀
略
』
の
延
喜
五
年
二
月
十
五

日
条
に
は
「
今
日
。
御
書
所
預
紀
貫
之
撰
二
進
古
今
和
歌
集
一
部
廿
巻
一
。」
と
あ
り
、

『
古
今
集
』
の
奏
上
は
延
喜
五
年
四
月
十
五
日
と
想
定
さ
れ
る
。
と
す
る
と
、『
古
今

集
』
が
奏
上
さ
れ
た
際
、
そ
れ
に
付
さ
れ
て
い
た
の
は
、
四
月
十
五
日
の
日
付
を
持

つ
真
名
序
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。そ
れ
か
ら
三
日
後
の
日
付
を
持
つ
仮
名
序
は
、

『
古
今
集
』
が
真
名
序
を
伴
っ
て
奏
上
さ
れ
た
後
、
醍
醐
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
改
め

て
十
八
日
に
追
加
し
て
奏
上
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

仮
名
序
を
書
く
に
は
、
漢
文
の
能
力
は
必
要
と
さ
れ
な
い
し
、
和
文
な
ら
ば
貫
之

の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
仮
名
序
は
貫
之
が
一
人
で
執
筆
し

た
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
仮
名
序
の
内
容
は
、真
名
序
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
真
名
序
と
異
な
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
既
に
真
名
序
の
執
筆
に
際

し
て
叙
述
す
る
内
容
を
様
々
に
考
え
、淑
望
と
相
談
し
て
き
た
貫
之
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
の
程
度
の
変
更
な
ら
三
日
の
間
に
修
正
し
て
書
き
上
げ
る
こ
と
は
十
分
可
能
だ
っ

た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
我
が
国
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
が
完
成
し
た
。

た
だ
し
、
延
喜
五
年
四
月
に
奏
上
さ
れ
た
『
古
今
和
歌
集
』
は
、
す
ぐ
に
は
世
に
広

ま
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
現
存
す
る
『
古
今
集
』
の
本
文
は
、
い
ず
れ
も
延

喜
五
年
以
降
に
詠
ま
れ
た
歌
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
延
喜
五
年
以
降
に
増
補
が
な
さ

れ
た
後
、世
間
に
流
布
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
間
『
古
今
集
』
は
、

宮
中
に
保
管
さ
れ
流
布
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

九

　

延
喜
四
年
正
月
、
友
則
は
少
内
記
か
ら
大
内
記
に
任
命
さ
れ
た
。
大
内
記
の
定
員

は
二
名
で
あ
る
が
、
友
則
が
大
内
記
に
就
任
し
た
時
点
に
お
け
る
も
う
一
人
の
大
内

記
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
三
統
理
平
で
あ
っ
た
。『
西
宮
記
』
に
よ
れ
ば
、
理
平

は
延
喜
四
年
二
月
に
大
内
記
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、『
新
国
史
』
延
喜
四
年
八
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月
二
十
一
日
条
に
見
え
る
「
延
喜
式
序
」
の
延
喜
五
年
八
月
時
点
の
官
位
、
延
喜
六

年
閏
十
二
月
十
七
日
開
催
の
「
日
本
紀
竟
宴
和
歌
」、
延
喜
七
年
十
一
月
十
五
日
識

の
「
延
喜
格
序
」、
延
喜
八
年
の
七
月
十
四
日
の
宣
旨
（『
類
聚
苻
宣
抄
』
巻
九
・
文

章
得
業
生
試
）
な
ど
か
ら
、
三
統
理
平
が
延
喜
四
年
二
月
か
ら
同
八
年
七
月
ま
で
の

間
、
大
内
記
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る）
16
（

。

　

と
こ
ろ
で
、『
本
朝
文
粋
』
巻
六
所
収
の
文
室
如
正
の
「
請
殊
蒙
天
恩
因
准
先
例

兼
任
式
部
大
輔
状
」
に
、「
経
文
章
生
者
、
兼
任
件
官
例
」
と
し
て

　
　

藤
原
諸
蔭　
　

延
喜
五
年
任
少
輔
内本
官
大

記　
　
　
　

と
い
う
記
載
が
あ
る）
17
（

。
大
内
記
の
定
員
が
二
名
で
あ
り
、
三
統
理
平
が
延
喜
四
年
か

ら
同
八
年
ま
で
大
内
記
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
か
ら
、
も

し
、
こ
の
記
述
が
事
実
で
あ
る
と
す
る
と
、
諸
蔭
は
延
喜
五
年
に
式
部
少
輔
に
任
命

さ
れ
る
以
前
に
大
内
記
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
友
則
は
諸
蔭
が
大
内
記
就
任

以
前
に
大
内
記
を
退
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、『
公
卿
補
任
』
延
喜

十
七
年
の
三
善
清
行
の
官
歴
に
よ
れ
ば
、
清
行
は
延
喜
五
年
正
月
十
一
日
に
式
部
少

輔
か
ら
式
部
権
大
輔
に
昇
進
し
て
い
る
。
式
部
少
輔
の
定
員
は
一
名
で
あ
る
か
ら
、

諸
蔭
は
清
行
の
後
任
と
し
て
式
部
少
輔
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
友

則
は
延
喜
五
年
正
月
十
一
日
以
前
に
大
内
記
を
退
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

延
喜
五
年
正
月
以
前
に
、
友
則
が
大
内
記
を
辞
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
、『
古
今
集
』

の
撰
者
も
辞
退
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
当
然
推
測
さ
れ
る）

18
（

。

　
『
古
今
集
』
真
名
序
で
は
「
臣
貫
之
等
謹
序
」、
仮
名
序
で
は
「
貫
之
ら
が
こ
の
世

に
同
じ
く
生
ま
れ
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
貫
之
等
と
記
す
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
勅

撰
集
に
お
い
て
「
臣
何
某
等
」
と
記
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
撰
者
中
の
最
高
位
者
の

名
を
記
す
も
の
で
あ
り
、そ
れ
以
外
の
人
物
が
序
文
を
執
筆
す
る
場
合
は
、「
臣
某
上
」

と
い
う
よ
う
に
、「
等
」
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
な
い
。『
古
今
集
』
仮
名
序
、
真
名

序
に
お
い
て
、「
臣
貫
之
等
謹
序
」、「
貫
之
ら
が
こ
の
世
に
同
じ
く
生
ま
れ
て
」と
い
っ

た
表
現
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
延
喜
五
年
四
月
の
時
点
に
お
い
て
、
貫
之
が
筆
頭

撰
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
表
記
か
ら
も
延
喜
五
年
四
月

時
点
で
友
則
が
『
古
今
集
』
の
撰
者
を
退
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う）
19
（

。

　

た
だ
し
、
延
喜
五
年
二
月
に
行
わ
れ
た
藤
原
定
国
の
四
十
の
賀
の
屏
風
に
友
則
は

歌
を
詠
進
し
て
い
る
お
り
、
友
則
は
延
喜
五
年
二
月
頃
ま
で
は
存
命
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、『
古
今
集
』
の
哀
傷
の
部
に
、

紀
友
則
が
身
ま
か
り
に
け
る
時
に
よ
め
る　
　
　
　
　
　

つ
ら
ゆ
き

　
　

明
日
知
ら
ぬ
わ
が
身
と
思
へ
ど
暮
れ
ぬ
間
の
今
日
は
人
こ
そ
悲
し
か
り
け
れ

（
巻
十
六
・
哀
傷
・
八
三
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
だ
み
ね

　
　

時
し
も
あ
れ
秋
や
は
人
の
別
る
べ
き
あ
る
を
見
る
だ
に
恋
し
き
も
の
を

（
巻
十
六
・
哀
傷
・
八
三
九
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
友
則
が
亡
く
な
っ
た
の
は
秋
と
知
ら
れ
る
。
延
喜
五
年
正
月
十

一
日
以
前
に
大
内
記
お
よ
び
『
古
今
集
』
撰
者
を
辞
退
し
て
い
た
こ
と
、
定
国
四
十

の
賀
以
降
友
則
に
関
す
る
事
績
が
認
め
ら
れ
ず
、
彼
が
詠
作
し
た
と
思
わ
れ
る
歌
が

見
出
せ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
友
則
が
亡
く
な
っ
た
の
は
秋
で
あ
る
こ
と
な
ど
勘
案
す

る
と
、
友
則
は
延
喜
四
年
頃
か
ら
体
調
を
崩
し
、
延
喜
五
年
の
秋
に
亡
く
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る）

20
（

。

　

友
則
は
延
喜
四
年
正
月
に
大
内
記
に
任
命
さ
れ
た
が
、
四
十
歳
ま
で
無
官
で
あ

り
、
前
詔
が
下
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
時
点
で
催
さ
れ
た
「
朱
雀
院
女
郎
花
合
」
に

参
加
せ
ず
、
延
喜
二
年
の
四
月
六
日
に
「
承
香
殿
の
ひ
ん
か
し
な
る
と
こ
ろ
」
で
初

め
て
開
か
れ
た
撰
者
達
の
会
合
の
夜
に
友
則
が
不
在
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
友
則

は
病
弱
で
あ
っ
た
た
め
撰
集
開
始
時
点
か
ら
名
目
的
な
筆
頭
撰
者
で
あ
り
、
実
際
に

は
貫
之
が
撰
集
作
業
で
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
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『古今和歌集』の成立過程（下）

が
、
だ
と
す
れ
ば
友
則
の
撰
者
辞
退
は
撰
者
た
ち
に
と
っ
て
悲
し
い
出
来
事
で
は

あ
っ
た
が
、
撰
集
作
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。『
古
今
集
』
真
名
序
、
仮
名
序
は
と
も
に
、「
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
」「
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
」
と
「
大
内
記
紀
友
則
」
を
撰
者
の
筆
頭
に
記
す
が
、
こ
れ
は
撰
進

事
業
の
開
始
時
点
に
お
い
て
、
筆
頭
撰
者
で
あ
っ
た
友
則
に
敬
意
を
表
す
と
と
も

に
、
勅
撰
和
歌
集
の
筆
頭
撰
者
に
ふ
さ
わ
し
い
大
内
記
と
い
う
官
職
を
極
官
と
す
る

人
物
を
撰
者
名
の
最
初
に
置
く
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

な
お
、
西
本
願
寺
本
『
躬
恒
集
』
に
、

延
喜
六
年
六
月
廿
一
日
壬
生
忠
峯
日
次
贄
使
と
し
て
か
と
の
か
わ
の
に
へ

と
の
に
あ
り
、
み
つ
ね
宣
旨
か
ひ
の
つ
か
ひ
と
し
て
た
ゝ
み
ね
か
か
へ
ら

む
と
す
る
、
こ
の
う
た
を
お
く
る

　
　

と
ゝ
む
れ
と
と
ゝ
め
か
ね
つ
も
お
ほ
ゐ
川
井
ゐ
せ
き
を
こ
え
て
ゆ
く
み
つ
の
こ
と

と
い
う
歌
が
あ
る
こ
と
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い）
21
（

。
躬
恒
は
『
古
今
和
歌
集
目

録
』
に
よ
れ
ば
、「
延
喜
七
年
正
月
十
三
日
任
二
丹
波
権
大
目
一
子御
厨所
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
延
喜
六
年
に
は
既
に
御
厨
子
所
に
出
仕
し
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。
こ
の
贄
殿
は
、『
拾
芥
抄
』（
中
末
・
宮
城
）
に
、

　
　

 

贄
殿
。
在
二
内
膳
中
一
、
有
二
別
当
蔵
人
、
預
、
納
、
大
宰
一
、
及
諸
国
所
レ
進
御

贄
納
、
備
二
供
御
一
給
所
納
、
御
厨
子
所
也
、

と
あ
る
よ
う
に）
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、
御
厨
子
所
と
関
係
が
深
い
か
ら
、
躬
恒
が
葛
野
川
の
贄
殿
に
赴
い

た
の
も
、
御
厨
子
所
の
職
務
に
よ
る
と
見
て
よ
い
。
一
方
、
忠
岑
が
任
ぜ
ら
れ
た
日

次
贄
使
と
は
、『
西
宮
記
』（
巻
一
〇
裏
書
）
の

御
厨
子
所
例
云
、
寛
平
九
年
七
月
四
日
、
始
定
四
衛
府
小
鮒
日
次
御
贄
、
左
兵

衛
申子
辰
　

右
兵
衛
酉丑
巳
　

左
衞
門
戌寅
午
　

右
衛
門
亥卯
未
　
（
者
）、
今
案
十
候
已
上
廿
候
已

下
也
、
若
無
鮒
者
、
申
其
由
於
蔵
人
、
随
其
処
分
、
以
他
物
進
（
之
）、
又
若

御
精
進
者
、
預
仰
其
由
、
以
雑
菜
令
進
之
、

と
い
う
記
述
か
ら
、
左
右
兵
衛
・
左
右
衛
門
四
衛
府
の
官
人
が
交
替
で
毎
日
赴
く
職

務
と
考
え
ら
れ
る
。
延
喜
五
年
四
月
の
日
付
の
あ
る
『
古
今
集
』
序
文
に
は
、
忠
岑

は
「
右
衛
門
府
生
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
翌
延
喜
六
年
も
右
衛
門
府
生
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
る
と
、
延
喜
六
年
六
月
廿
一
日
は
癸
卯
の
日
、
す
な
わ
ち
は

右
衛
門
府
の
担
当
の
日
で
あ
る
か
ら
、
忠
岑
が
日
次
贄
使
と
し
て
葛
野
川
の
贄
殿
に

赴
い
て
い
た
こ
と
が
十
分
想
像
さ
れ
る
。
従
っ
て
躬
恒
と
忠
岑
が
葛
野
川
の
贄
殿
で

た
ま
た
ま
顔
を
合
わ
す
こ
と
は
決
し
て
意
外
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
躬
恒
の
詠
じ
た
歌
が
別
れ
を
惜

し
む
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
歌
の
詠
じ
ら
れ
た
延
喜
六
年

六
月
廿
一
日
に
、
ま
だ
『
古
今
集
』
の
編
集
作
業
が
続
け
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な

ら
、
躬
恒
が
こ
の
よ
う
な
別
れ
を
惜
し
む
歌
を
詠
む
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
躬
恒

が
忠
岑
に
惜
別
の
歌
を
読
み
か
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
期
既
に
『
古
今
集
』

の
編
集
作
業
は
終
了
し
、
撰
者
達
が
日
常
的
に
顔
を
合
わ
す
こ
と
が
無
く
な
っ
て
い

た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
延
喜
六
年
六
月
廿
一
日
に
躬
恒
が
忠
岑
に
送
っ
た

一
首
も
、『
古
今
集
』
の
編
纂
が
延
喜
五
年
に
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
つ
の

徴
証
と
な
る
と
思
わ
れ
る）
23
（

。
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注

（
1
）『
日
本
紀
略
』
は
、『
増新
訂補
国
史
大
系
』
に
拠
る
。

（
2
）『
河
海
抄
』
は
、
玉
上
琢
彌
編
『
紫
明
抄　

河
海
抄
』（
角
川
書
店
、
昭
和
43
年
）
に
拠

る
。

（
3
）『
西
宮
記
』
は
、『
増新
訂補
故
実
叢
書
』
に
拠
る
。

（
4
）
橋
本
不
美
男
『
王
朝
和
歌
資
料
と
論
考
』（
笠
間
書
院
、
平
成
４
年
）
第
Ⅰ
部
、
第
一

章
、
後
宮
曲
宴
と
和
歌
。

（
5
）『
古
今
集
』
の
本
文
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
。

（
6
）『
貫
之
集
』
の
本
文
は
、『
私
家
集
大
成　

中
古
Ⅰ
』
所
収
、
正
保
版
本
歌
仙
家
集
『
貫

之
集
』
に
拠
る
。

（
7
）
村
瀬
敏
夫
『
紀
貫
之
伝
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
昭
和
56
年
）
第
二
章
、（
6
）

（
8
）
所
京
子
『
平
安
朝
「
所
・
後
院
・
俗
別
当
」
の
研
究
』（
勉
誠
出
版
、
平
成
16
年
）
第
一

章
。

（
9
）
同
注
７
、
第
二
章
、（
9
）

（
10
）
同
注
７
、
第
二
章
、（
5
）

（
11
）
小
沢
正
夫
『
年作
者
別
代
順
古
今
和
歌
集
』（
明
治
書
院
、
昭
和
50
年
）「
古
今
集
歌
風
の
展
開
、

一
、
読
人
し
ら
ず
時
代
」
で
は
、「
ま
た
本
集
の
仮
名
序
に
よ
れ
ば
、
古
歌
は
『
万
葉
集
』

に
な
い
も
の
だ
け
を
収
め
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
も
っ

と
も
、『
万
葉
集
』
の
詞
句
と
一
部
分
だ
け
類
似
す
る
場
合
も
あ
っ
て
、
ど
の
程
度
ま
で

似
た
も
の
を
同
じ
歌
と
す
る
か
を
決
め
る
こ
と
は
困
難
で
も
あ
る
が
、
定
家
本
だ
け
で

も
、
次
の
一
三
首
な
ど
が
『
万
葉
集
』
と
の
類
似
（
傍
線
の
歌
は
部
分
的
に
）
が
著
し

い
。」
と
し
て
、
一
九
二
・
二
四
七
・
四
八
九
・
四
九
二
・
五
五
一
・
六
六
七
・
七
二
〇
・

七
五
八
・
一
〇
七
三
・
一
〇
八
〇
・
一
〇
八
二
・
一
一
〇
七
・
一
一
〇
八
を
挙
げ
る
が
、

一
一
〇
七
・
一
一
〇
八
は
墨
滅
歌
で
あ
り
、
傍
線
が
施
さ
れ
た
歌
は
『
万
葉
集
』
に
収
め

ら
れ
た
歌
と
は
認
定
し
得
な
い
こ
と
か
ら
、『
古
今
集
』
に
収
め
ら
れ
た
『
万
葉
集
』
の

歌
は
、
五
首
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
）
臼
田
甚
五
郎
「
凡
河
内
躬
恒
」（
學
燈
社
、『
国
文
学
』
昭
和
32
年
６
月
）

（
13
）
同
注
７
、
第
二
章
、（
8
）

（
14
）
同
注
７
、
第
二
章
、（
13
）

（
15
）
目
崎
徳
衛
『
紀
貫
之
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
36
年
）
二　

貫
之
の
壮
時　

２

（
16
）
同
注
７
、
第
二
章
、（
12
）

（
17
）『
本
朝
文
粋
』
は
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
拠
る
。

（
18
）
同
注
７
、
第
二
章
、（
12
）

（
19
）
同
注
７
、
第
二
章
、（
12
）

（
20
）
同
注
７
、
第
三
章
、（
1
） 

（
21
）『
躬
恒
集
』
の
本
文
は
、『
私
家
集
大
成　

中
古
Ⅰ
』
所
収
、
西
本
願
寺
本
『
躬
恒
集
』

に
拠
る
。

（
22
）『
拾
芥
抄
』
は
、『
増新
訂補
故
実
叢
書
』
に
拠
る
。

（
23
）
同
注
７
、
第
二
章
、（
15
）

    

  


