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っ
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か
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り
一

芦

田

耕

一

　
六
条
藤
家
清
輔
（
一
一
〇
四
年
－
七
七
）
が
詠
ん
だ
歌
に
『
清
輔
集
』
に
入
る
、

　
　
　
南
殿
の
さ
く
ら
を
見
て

　
4
3
吉
野
山
み
ね
つ
づ
き
見
し
花
桜
一
木
が
末
に
さ
き
み
ち
に
け
り

が
あ
る
。
紫
宸
殿
の
桜
一
本
の
美
し
さ
は
吉
野
山
全
山
の
桜
が
咲
き
満
ち
て
い
る
の
に
匹
敵
す
る
く
ら
い
に
す
ば
ら
し
い
と
い
う
。
『
清
輔

集
』
は
お
お
よ
そ
ど
う
い
う
情
況
で
詠
じ
ら
れ
た
歌
な
の
か
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
多
く
は
な
く
、
た
だ
単
に
歌
題
だ
け
が
見
ら
れ

る
の
が
普
通
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
歌
会
等
で
詠
ま
れ
た
も
の
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
四
三
番

歌
は
い
わ
ゆ
る
日
常
生
活
詠
で
あ
る
こ
と
が
詞
書
か
ら
分
か
る
が
、
ど
う
い
う
折
に
作
ら
れ
た
の
か
、
さ
ら
に
清
輔
に
と
っ
て
「
南
殿
の
さ

く
ら
」
は
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
な
ど
大
い
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
南
殿
の
さ
く
ら
」
に
つ
い
て
は
、

久
保
田
淳
氏
に
「
南
殿
の
桜
」
（
「
文
学
」
一
九
九
〇
年
・
冬
）
と
い
う
論
考
が
あ
り
、
以
下
の
所
説
は
そ
の
驥
尾
に
付
し
な
が
ら
、
当
歌
の

背
景
を
論
じ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

清
輔
が
活
躍
し
た
時
代
に
お
い
て
、
紫
宸
殿
の
桜
が
多
く
詠
ま
れ
る
の
は
久
保
田
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
二
条
天
皇

一
六
五
、
在
位
は
一
一
五
八
年
一
六
五
）
の
在
位
時
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
例
を
上
げ
て
説
明
を
加
え
て
い
こ
う
。

藤
原
清
輔
の

「
南
殿
の
桜
」
詠
を
め
ぐ
っ
て

1
二
条
天
皇
と
の
か
か
わ
り
一

（一

齊
l
三
年

一



二

　
『
新
古
今
集
』
賀
に
、

　
　
　
お
な
じ
御
時
（
注
、
二
条
天
皇
）
、
南
殿
の
花
の
さ
か
り
に
、
歌
よ
め
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
河
内
侍

　
3
3
身
に
か
へ
て
花
も
を
し
ま
じ
君
が
代
に
み
る
べ
き
春
の
か
ぎ
り
な
け
れ
ば

　
ク

と
み
え
る
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
玄
玉
集
』
六
に
、

　
　
　
二
条
院
御
時
、
南
殿
の
桜
の
ち
る
を
御
ら
ん
じ
て
、
歌
つ
か
う
ま
つ
る
べ
き
よ
し
仰
有
り
け
れ
ば
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
河
内
侍

　
6
3
身
に
か
へ
て
ち
る
も
を
し
ま
じ
君
が
代
の
花
み
ん
春
の
か
ぎ
り
な
け
れ
ば

　
　

と
入
り
、
詠
ま
れ
た
情
況
や
歌
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
わ
が
命
と
引
き
替
え
に
花
の
命
を
延
ば
す
こ
と
は
す
る
ま
い
、
御
代
に
桜
を
み
る
春

は
限
り
な
く
あ
る
か
ら
と
天
皇
を
寿
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
天
皇
に
東
宮
時
代
か
ら
仕
え
、
即
位
後
は
掌
侍
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
二
条
院
讃
岐
集
』
に
、

　
　
　
二
条
院
の
御
と
き
、
月
あ
か
か
り
け
る
夜
、
よ
も
す
が
ら
南
殿
の
は
な
御
ら
ん
じ
て
、
あ
か
つ
き
ち
か
く
な
り
て
さ
と
へ
い
で
て
、

　
　
　
次
の
ひ
ま
ゐ
ら
せ
た
り
し

　
6
花
な
ら
ず
月
も
見
お
き
し
雲
の
う
へ
に
心
ば
か
り
は
い
で
ず
と
を
し
れ

　
　
　
御
か
へ
し

　
7
い
で
し
よ
り
空
に
し
り
に
き
花
の
色
も
月
も
心
に
い
れ
ぬ
君
と
は

　
　
　
お
な
じ
こ
ろ
、
雨
ふ
り
し
ひ
、
な
ん
殿
の
は
な
の
庭
の
水
に
う
つ
り
た
り
し
を
み
て

　
8
庭
た
づ
み
う
つ
さ
ざ
り
せ
ば
雲
の
う
へ
に
又
た
ぐ
ひ
あ
る
花
と
み
ま
し
や

　
贈
答
歌
は
、
退
出
し
た
が
心
だ
け
は
宮
中
に
置
い
た
ま
ま
だ
と
い
う
讃
岐
詠
に
、
退
出
し
た
上
は
情
趣
を
解
さ
な
い
人
だ
と
分
か
っ
た
と

天
皇
は
や
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
月
の
す
ば
ら
し
い
夜
に
夜
通
し
紫
宸
殿
の
桜
を
観
賞
す
る
と
い
う
風
流
さ
は
ま
さ
に
数
寄
者
の
世
界
で
あ

る
。
八
番
歌
は
、
庭
た
ず
み
に
桜
が
映
っ
て
い
る
か
ら
宮
中
の
桜
も
美
し
い
と
分
か
っ
た
と
い
う
意
で
あ
り
、
こ
の
桜
を
称
賛
し
た
の
で
あ



ろ
う
。
作
者
は
源
三
位
頼
政
女
、
若
く
し
て
二
条
天
皇
に
仕
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
五
首
は
い
つ
の
詠
か
明
ら
か
で
な
い
。

　
次
に
、
紫
宸
殿
の
桜
で
天
皇
の
死
を
悼
む
歌
を
上
げ
て
み
よ
う
。

　
前
出
の
参
河
内
侍
の
歌
が
『
月
詣
和
歌
集
』
一
〇
に
、

　
　
　
二
条
院
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
南
殿
の
花
を
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
河
内
侍

　
6
3
思
ひ
出
づ
や
な
れ
し
雲
み
の
桜
花
み
し
人
か
ず
に
我
を
あ
り
き
と

　
　

と
み
え
る
。
馴
れ
親
し
ん
だ
桜
に
対
し
て
自
分
が
観
賞
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
く
れ
た
か
と
呼
び
か
け
て
い
る
。

　
『
実
国
集
』
に
は
、

　
　
　
二
条
院
か
く
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
ま
た
の
と
し
の
春
、
南
殿
の
花
を
を
り
て
、
と
も
だ
ち
な
り
し
人
の
こ
も
り
み
た
り
し
に
み
せ
に
つ

　
　
　
か
は
す
と
て

　
7
1
九
重
に
み
し
よ
の
春
は
お
も
ひ
い
づ
や
か
は
ら
ぬ
は
な
の
色
に
つ
け
て
も

が
あ
る
。
友
人
に
対
し
て
桜
で
も
っ
て
宮
中
を
思
い
起
こ
し
た
か
と
い
う
。
友
人
も
天
皇
と
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
南
殿
の
桜
に
託

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
条
天
皇
は
永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
七
月
二
十
八
日
に
薨
じ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
時
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
思
い
を
訴
え
る
場
合
に
も
紫
宸
殿
の
桜
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
『
隆
信
集
』
に
、

　
　
　
二
条
院
の
御
時
、
殿
上
の
ぞ
か
れ
た
り
し
つ
ぎ
の
と
し
の
春
、
臨
時
祭
の
ま
ひ
人
に
て
ま
み
り
た
り
し
に
、
南
殿
の
桜
を
み
て
、
花

　
　
　
の
え
だ
に
つ
け
て
女
房
の
も
と
へ
申
入
れ
侍
り
し

　
5
7
わ
す
る
な
よ
な
れ
し
雲
井
の
桜
花
う
き
身
は
春
の
よ
そ
に
な
る
と
も

　
7

　
　
　
か
へ
し

　
5
8
お
も
は
ず
に
身
こ
そ
雲
井
の
よ
そ
な
ら
め
な
れ
に
し
花
は
忘
れ
し
も
せ
じ

　
ク

と
み
え
る
。
清
涼
殿
の
殿
上
の
間
に
昇
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
翌
年
の
春
に
、
自
分
を
忘
れ
な
い
で
く
れ
よ
と
桜
に
訴
え
か
け
て
お
り
、

こ
れ
に
対
し
て
、
宮
中
と
の
関
わ
り
が
な
く
な
っ
て
も
桜
は
け
っ
し
て
忘
れ
は
し
な
い
と
返
し
た
の
で
あ
る
。
「
女
房
」
は
、
「
わ
す
る
な
よ
」

藤
原
清
輔
の
「
南
殿
の
桜
」
詠
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
1
二
条
天
皇
と
の
か
か
わ
り
一

三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

詠
だ
け
を
上
げ
る
『
新
勅
撰
集
』
雑
一
（
一
〇
四
四
番
）
に
拠
れ
ば
「
内
侍
丹
波
」
で
あ
る
。
返
歌
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
女
房
に
送
っ
て

女
房
が
返
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
は
天
皇
の
所
為
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
藤
原
隆
信
（
二
四
二
年
－
一
二
〇
五
）
が
「
殿
上
の
ぞ
か
れ
た
」
の
は
、
永
暦
元
年
（
二
六
〇
）
七
月
二
十
二
日
の
こ
と
で
あ
り
、

『
山
塊
記
』
同
日
条
に
よ
れ
ば
、

　
　
近
日
殿
上
番
有
其
沙
汰
不
仕
人
五
人
、
依
院
宣
除
籍
、
所
謂
（
中
略
）
若
狭
守
隆
信
、
散
位
季
信
等
也

で
あ
る
。
後
白
河
院
に
よ
り
除
籍
さ
れ
た
の
だ
が
、
元
に
復
し
て
も
ら
う
べ
く
天
皇
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
こ
に
い
う
「
臨
時
祭
」
は
春
の
石
清
水
八
幡
宮
の
臨
時
祭
の
こ
と
、
三
月
の
中
午
日
に
行
わ
れ
る
が
、
永
暦
二
年
は
三
月
九
日

で
あ
っ
た
（
石
清
水
八
幡
宮
記
録
）
。
祭
の
こ
と
に
つ
い
て
、
『
国
史
大
辞
典
』
か
ら
摘
記
す
れ
ば
、
「
祭
の
二
日
前
に
清
涼
殿
で
歌
舞
を
試

練
す
る
（
試
楽
と
い
う
）
。
試
楽
に
は
天
皇
出
御
、
使
以
下
参
入
、
駿
河
舞
と
求
子
（
も
と
め
ご
）
を
舞
う
。
（
中
略
）
祭
の
日
天
皇
は
清
涼

殿
に
出
御
、
人
形
と
麻
で
祓
を
さ
れ
、
御
幣
を
拝
し
御
座
を
改
め
る
。
庭
上
に
は
所
司
の
座
を
設
け
る
（
庭
座
と
い
う
）
。
天
皇
出
御
、
使

以
下
に
宴
を
賜
い
舞
を
ご
覧
に
な
る
」
で
あ
り
（
中
野
幡
能
氏
執
筆
）
、
詞
書
に
い
う
情
況
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
最
後
に
、
永
暦
二
年
三
月
九
日
前
後
の
天
皇
の
在
所
（
－
）
を
み
よ
う
。

　
前
年
の
十
二
月
二
十
七
日
に
は
『
山
塊
記
』
同
日
条
に
拠
れ
ば
「
今
夜
行
幸
大
内
」
、
翌
二
年
は
『
御
遊
抄
』
一
月
二
十
七
日
条
で
は
「
幸

東
三
条
」
、
『
山
塊
記
』
四
月
六
日
条
で
は
平
野
祭
に
よ
り
「
午
刻
参
内
（
中
略
）
其
儀
鰍
勲
献
酬
騙
酷
澱
」
と
あ
り
、
三
月
九
日
こ
ろ
は
内
裏
に

居
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
ろ
は
内
裏
と
里
第
と
が
併
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
、
二
条
天
皇
が
桜
を
送
っ
た
例
で
も
っ
て
説
明
し
よ
う
。

　
『
頼
政
集
』
上
に
、

　
　
　
い
ま
だ
殿
上
を
ゆ
る
さ
れ
ぬ
事
を
歎
き
侍
り
し
に
、
二
条
院
の
御
時
弥
生
十
日
比
に
行
幸
な
り
て
南
殿
の
桜
盛
な
る
を
一
枝
を
ら
せ

　
　
　
て
去
年
と
こ
と
し
と
い
か
が
あ
る
と
仰
せ
下
さ
れ
侍
り
し
か
ば
、
枝
に
結
付
け
て
ま
み
ら
せ
侍
り
け
る

　
8
0
よ
そ
に
の
み
思
ふ
雲
み
の
花
な
れ
ば
面
影
な
ら
で
見
え
ば
こ
そ
あ
ら
め

　
　
　
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
後
内
侍



　
8
1
さ
の
み
や
は
面
影
な
ら
で
見
え
ざ
ら
む
雲
み
の
花
に
心
と
ど
め
ば

　
昇
殿
が
叶
わ
な
い
で
い
る
頼
政
が
南
殿
の
桜
を
実
際
に
見
た
い
と
愁
訴
す
る
の
に
対
し
て
、
桜
に
そ
れ
だ
け
心
を
と
ど
め
て
い
る
な
ら
ば

い
っ
か
は
願
い
が
叶
う
だ
ろ
う
と
返
し
て
い
る
。
「
丹
後
内
侍
」
は
天
皇
付
き
の
女
房
で
あ
ろ
う
が
、
前
の
『
隆
信
集
』
の
と
こ
ろ
で
も
述

べ
た
よ
う
に
、
返
歌
は
実
際
は
天
皇
が
詠
ん
だ
と
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
い
つ
か
特
定
で
き
な
い
が
、
内
裏
に
行
幸
し
た
と
あ

る
の
で
諸
所
の
里
第
に
居
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
く
る
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
十
二
月
以
降
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
た
、
頼
政
が
同
じ
く
昇
殿
で
き
な
い
折
に
桜
を
詠
ん
だ
歌
が
『
頼
政
■
集
』
上
に
、

　
　
　
地
下
に
て
侍
り
し
に
南
殿
の
桜
盛
に
上
達
部
殿
上
人
参
り
て
禁
庭
花
の
心
を
読
ま
れ
侍
り
し
に

　
7
6
て
も
か
け
ぬ
雲
み
の
花
の
し
た
に
る
て
ち
る
庭
を
の
み
わ
が
物
と
み
る

と
あ
り
、
恨
め
し
さ
を
南
殿
の
桜
に
託
し
て
い
る
。

　
な
お
、
頼
政
が
殿
上
を
許
さ
れ
た
の
は
次
の
六
条
天
皇
の
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
天
皇
と
臣
下
と
も
に
こ
と
さ
ら
に
桜
を
意
識
し
て
お
り
、
こ
れ
を
天
皇
側
か
ら
み
れ
ば
、
久
保
田
氏
が
前
掲
の
論
考
に
お

い
て
「
父
法
皇
（
注
、
後
白
河
法
皇
）
と
そ
の
よ
う
な
対
立
状
態
に
あ
っ
た
天
皇
に
と
っ
て
、
南
殿
の
桜
は
法
皇
と
い
え
ど
も
そ
れ
を
私
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
帝
王
の
雅
び
の
象
徴
、
結
局
は
王
威
そ
の
も
の
の
象
徴
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
指
摘
す
る

こ
と
は
充
分
に
肯
定
で
き
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
桜
は
両
者
の
紐
帯
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お

こ
う
。

二

南
殿
の
桜
が
二
条
天
皇
の
在
位
時
に
お
い
て
は
じ
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

『
千
載
集
』
賀
に
、

　
　
二
条
院
御
時
、
お
ほ
う
ち
に
お
は
し
ま
し
て
は
じ
め
て
、
花
有
喜
色
と
い
へ
る
心
を
よ
ま
せ
給
う
け
る
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
大
臣

よ
み
侍
り
け
る

藤
原
清
輔
の
「
南
殿
の
桜
」
詠
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
1
二
条
天
皇
と
の
か
か
わ
り
一

五



ムノ＼

　
ヨ

　
2
千
代
ふ
べ
き
は
じ
め
の
春
と
し
り
が
ほ
に
け
し
き
こ
と
な
る
花
ざ
く
ら
か
な

　
6

と
み
え
る
。
「
左
大
臣
」
は
藤
原
経
宗
で
あ
る
。
同
じ
時
に
詠
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
他
に
も
、

　
『
新
古
今
集
』
賀
に
、

　
　
　
二
条
院
御
時
、
花
有
喜
色
と
い
ふ
心
を
、
人
人
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に
　
　
　
　
　
刑
部
卿
範
兼

　
説
君
が
代
に
あ
へ
る
は
誰
も
う
れ
し
き
を
花
は
い
ろ
に
も
出
で
に
け
る
か
な

　
『
重
家
集
』
に
、

　
　
　
内
裏
に
て
は
じ
め
て
御
会
あ
り
し
に
、
花
有
喜
色
と
い
ふ
題
を

　
一
は
る
か
ぜ
も
の
ど
け
き
み
よ
の
う
れ
し
さ
は
は
な
の
た
も
と
も
せ
ば
く
み
え
け
り

　
『
長
秋
詠
藻
』
中
に
、

　
　
　
保
元
四
年
の
春
内
裏
の
御
会
に
、
花
有
喜
色
と
い
ふ
こ
と
を
よ
ま
せ
た
ま
ひ
し
に

　
㎜
九
重
に
に
ほ
ひ
を
そ
ふ
る
桜
花
い
く
千
世
春
に
あ
は
ん
と
す
ら
ん

と
み
え
る
。

　
『
二
条
院
讃
岐
集
』
の
次
の
詠
歌
は
こ
の
歌
題
が
こ
の
折
に
し
か
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
同
一
時
の
歌
会
で
の
詠
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
花
よ
ろ
こ
ぶ
色
あ
り

　
3
お
の
が
さ
く
雲
井
に
君
を
ま
ち
つ
け
て
思
ひ
ひ
ら
く
る
花
ざ
く
ら
か
な

　
4
つ
ね
よ
り
も
山
の
は
し
ろ
き
あ
け
ぼ
の
は
よ
の
ま
に
さ
け
る
さ
く
ら
な
り
け
り

　
こ
れ
ら
の
詠
作
年
時
は
『
長
秋
詠
藻
』
お
よ
び
『
千
載
集
』
の
「
千
代
ふ
べ
き
」
詠
が
人
集
す
る
『
月
詣
和
歌
集
』
一
の
詞
書
に
「
保
元

四
年
三
月
内
裏
の
御
会
に
、
花
に
よ
ろ
こ
び
の
色
あ
り
と
い
ふ
こ
と
を
」
（
六
一
番
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
元
四
年
（
一
一
五
九
）
三
月

と
な
る
。
天
皇
が
即
位
し
た
の
は
前
年
の
八
月
十
一
日
で
あ
る
。
な
お
、
『
八
雲
御
抄
』
二
（
御
精
撰
本
）
は
「
中
殿
会
」
と
す
る
。

　
こ
の
時
の
天
皇
の
在
所
を
検
し
て
み
よ
う
。

　
『
山
塊
記
』
保
元
四
年
二
月
十
九
日
条
に
、
方
違
行
幸
で
白
河
押
小
路
殿
に
行
く
の
に
「
出
御
自
日
華
（
中
略
）
宣
陽
、
建
春
、
待
賢
門



院
、
至
干
東
洞
院
南
行
」
と
内
裏
の
諸
門
を
通
っ
て
い
る
こ
と
が
み
え
、
同
四
月
十
八
日
に
某
所
に
方
違
の
行
幸
が
あ
っ
た
（
達
幸
故
実
抄
）

こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
は
内
裏
に
居
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
位
は
内
裏
の
昭
陽
舎
で
行
わ
れ
、
八
月
二
十
日
に
は
清
涼
殿
に
遷
御
し
て

い
る
（
と
も
に
『
兵
範
記
』
）
の
で
、
こ
の
時
ま
で
内
裏
が
在
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
松
野
陽
一
氏
の
指
摘
に
従
え
ば
、
即
位
か
ら
応
保
二
年
（
一
一
六
二
）
ま
で
の
三
年
強
程
に
四
一
回
の
歌
会

を
催
し
て
い
る
（
2
）
が
、
こ
の
初
め
て
の
歌
会
に
お
い
て
南
殿
の
桜
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
意
気
込
み
が
「
花

有
喜
色
」
と
い
う
結
題
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
で
は
、
天
皇
に
と
っ
て
南
殿
の
桜
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
ろ
の
内
裏
の
情
況
を
み
る
と
、
た
と
え
ば
『
本
朝
世
紀
』
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
八
月
四
日
条
に
は
、

　
　
大
内
裏
中
仁
寿
殿
顛
倒
。
近
年
内
裏
殿
舎
彿
レ
地
顛
倒
。
所
レ
残
此
一
殿
也
。
今
亦
如
レ
此
。
可
レ
傷
々
々
。

と
み
え
、
大
風
に
よ
り
内
裏
殿
舎
す
べ
て
が
倒
壊
し
た
と
い
う
。

　
こ
の
後
の
こ
と
は
、
『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
二
五
七
）
三
月
二
十
六
日
条
に
、

　
　
天
晴
、
内
裏
棟
上
、

と
み
え
、
さ
ら
に
『
兵
範
記
』
十
月
八
日
条
に
、

　
　
天
晴
、
今
日
天
皇
遷
幸
新
造
大
内
、

と
あ
り
、
時
の
後
白
河
天
皇
は
高
松
殿
よ
り
内
裏
に
遷
幸
し
て
い
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
践
祚
は
内
裏
で
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
新
造
内
裏
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
内
裏
が
な
く
、
里
内
と
い
う
臨
時
の
御
所

を
転
々
と
す
る
こ
と
は
異
常
事
態
で
あ
り
、
当
然
天
皇
の
権
威
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
践
祚
は
天
皇
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
を
示
す
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
即
位
後
は
、
石
灰
壇
で
の
伊
勢
神
宮
遙
拝
を
毎
日
欠
か
さ
ず
行
い
（
3
）
、
後
朱
雀
天
皇
と
後
三
条
天
皇
の
日
記
の
書
写
を
命
じ
（
4
）
、
永

暦
二
年
（
二
六
一
）
四
月
二
十
八
日
に
御
書
所
で
作
文
会
と
連
句
を
催
行
し
て
い
る
（
5
）
が
、
こ
れ
ら
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
あ
る
の
が
内
裏

を
象
徴
す
る
南
殿
の
桜
を
詠
む
歌
会
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
以
降
、
多
く
の
歌
会
が
も
た
れ
る
の
で
あ
る
。

藤
原
清
輔
の

「
南
殿
の
桜
」
詠
を
め
ぐ
っ
て

1
二
条
天
皇
と
の
か
か
わ
り
一

七



八

　
さ
て
、
南
殿
の
桜
に
つ
い
て
は
、
再
度
の
焼
失
を
経
て
、
堀
河
天
皇
の
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
内
裏
新
造
の
折
に
さ
ら
に
植
え
替
え
ら

れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
（
平
安
時
代
史
事
典
）
、
歌
で
は
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
八
代
集
か
ら
引
く
と
、
『
拾
遺
集
』
雑
春
に
入
る
、

　
　
　
延
喜
御
時
、
南
殿
に
ち
り
つ
み
て
侍
り
け
る
花
を
見
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
公
忠
朝
臣

　
　

　
0
5
と
の
も
り
の
と
も
の
み
や
つ
こ
心
あ
ら
ば
こ
の
春
ば
か
り
あ
さ
ぎ
よ
め
す
な

　
　

　
『
後
拾
遺
集
』
春
上
の
、

　
　
　
南
殿
の
桜
を
見
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
岳
頼
言

　
9
4
み
る
か
ら
に
は
な
の
な
た
て
の
み
な
れ
ど
も
心
は
く
も
の
う
へ
ま
で
ぞ
ゆ
く

　
『
金
葉
集
（
三
奏
本
）
』
一
の
、

　
　
　
南
殿
の
桜
を
よ
ま
せ
た
ま
へ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
山
院
御
製

　
4
3
わ
が
や
ど
の
さ
く
ら
な
れ
ど
も
ち
る
と
き
は
こ
こ
ろ
に
え
こ
そ
ま
か
せ
ざ
り
け
れ

等
が
あ
り
、
必
ず
し
も
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
と
い
う
特
徴
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
こ
れ
以
上
に
看
過
で
き
な
い
の
は
、
醍
醐
・
村
上
両
天
皇
の
延
喜
・
天
暦
年
間
に
盛
ん
に
行
わ
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
準
拠
と
す
る
『
源

氏
物
語
』
花
宴
に
描
か
れ
る
南
殿
の
桜
を
賞
す
る
宴
に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
の
風
流
事
を
ヒ
ン
ト
に
天
皇
は
王
権
そ
の
も
の
の
象
徴
と
す
る

に
相
応
し
い
と
し
て
こ
の
保
元
四
年
の
歌
会
を
位
置
付
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三

叙
上
の
よ
う
に
、
二
条
天
皇
と
南
殿
の
桜
と
の
つ
な
が
り
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
天
皇
と
の
関
わ
り
が
詞
書
等
で
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
歌
で
も
、
こ
の
当
時
南
殿
の
桜
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
く
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
頼
政
集
』
上
に
、

　
　
　
南
殿
の
花
見
に
大
納
言
実
房
女
房
あ
ま
た
引
具
し
て
大
内
に
ま
み
り
て
侍
り
け
る
に
云
ひ
っ
か
は
し
て
侍
り
し



　
3
4
あ
だ
な
ら
ず
ま
も
る
御
か
き
の
内
な
れ
ば
花
こ
そ
君
に
さ
は
ら
ざ
り
け
れ

　
　
　
返
し

　
3
5
九
重
の
内
ま
で
人
も
尋
入
れ
ば
花
ふ
く
風
を
い
か
が
い
さ
め
む

　
人
は
桜
を
散
ら
す
こ
と
は
な
い
が
風
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
贈
答
歌
で
あ
る
が
、
藤
原
実
房
（
極
官
は
左
大
臣
）
が
大
納
言
に
任
じ
ら
れ

た
の
は
仁
安
三
年
（
二
六
六
）
八
月
十
日
の
こ
と
で
、
天
皇
亮
後
短
く
て
も
三
年
経
過
し
て
い
る
。
実
房
と
天
皇
と
の
関
係
は
明
ら
か
で

な
い
が
、
頼
政
が
実
房
に
言
い
送
っ
た
の
に
は
や
は
り
頼
政
に
と
っ
て
南
殿
の
桜
が
天
皇
と
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
寿
永
百
首
家
集
本
の
『
隆
信
集
』
は
九
番
で
、
前
掲
の
七
五
七
番
歌
「
わ
す
る
な
よ
」
詠
を
同
じ
よ
う
な
詞
書
で
上
げ
た
あ
と
に
、
次
の

歌
が
入
る
。

　
　
　
そ
の
の
ち
お
ほ
く
の
と
し
つ
も
り
て
、
按
察
大
納
言
公
通
、
南
殿
の
花
み
に
人
人
あ
ま
た
い
ざ
な
は
れ
し
に
、
ま
み
り
て
よ
め
る

　
1
0
む
か
し
み
し
は
な
は
に
ほ
ひ
ぞ
ま
さ
り
け
る
く
も
の
よ
そ
に
て
と
し
へ
ぬ
る
ま
に

　
配
列
や
内
容
か
ら
み
て
二
条
天
皇
と
関
わ
っ
て
い
る
が
、
い
つ
の
こ
と
か
不
明
で
あ
る
。
按
察
大
納
言
藤
原
公
通
（
一
一
一
七
年
一
七
三
）

と
天
皇
の
つ
な
が
り
は
分
か
ら
な
い
が
、
公
通
は
承
安
二
年
（
三
七
二
）
八
月
十
五
日
に
自
邸
で
「
公
通
家
十
首
会
」
を
催
し
て
お
り
、

隆
信
、
頼
政
、
清
輔
、
藤
原
公
重
（
公
通
弟
）
、
平
親
宗
、
俊
恵
等
参
加
者
は
一
七
名
に
も
の
ぼ
り
、
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
歌
会
を
主
催

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
公
通
が
花
見
に
誘
っ
た
こ
と
は
他
の
諸
家
集
に
も
み
ら
れ
る
。

　
『
実
国
集
』
に
、

　
　
　
按
察
に
さ
そ
は
れ
て
大
内
の
は
な
見
侍
り
し
に

　
7
く
も
の
う
へ
に
風
も
の
ど
け
き
春
な
れ
ば
ち
る
と
も
み
え
ぬ
花
ざ
く
ら
か
な

　
8
あ
か
な
く
に
そ
で
に
つ
つ
め
ば
散
る
花
を
う
れ
し
と
お
も
ふ
に
な
り
ぬ
べ
き
か
な

と
あ
る
。
実
国
と
南
殿
の
桜
と
の
関
わ
り
は
前
述
し
て
お
り
、
こ
，
れ
を
知
っ
た
上
で
公
通
は
誘
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
俊
恵
の
『
林
葉
集
』
一
に
、

藤
原
清
輔
の
「
南
殿
の
桜
」
詠
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
1
二
条
天
皇
と
の
か
か
わ
り
一

九



一
〇

　
　
　
大
納
言
公
通
南
殿
の
花
見
ら
れ
し
次
手
に
、
藤
花
写
水
と
云
ふ
事
を
人
人
よ
み
侍
り
し
に
、
よ
め
る

　
7
8
藤
の
花
う
つ
れ
る
か
げ
を
も
ち
な
が
ら
し
づ
え
を
浪
の
何
と
を
る
ら
ん

　
　

と
み
え
、
俊
恵
を
誘
っ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
た
ぶ
ん
い
ま
ま
で
と
同
じ
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
林
葉
集
』
一
に
も
、

　
　
　
南
殿
の
花
の
も
と
に
て

　
5
9
め
づ
ら
し
く
雲
み
の
花
も
お
も
ふ
ら
ん
つ
づ
り
の
袖
に
折
り
て
か
ざ
せ
ば

　
　

が
あ
り
、
「
つ
づ
り
の
袖
」
と
あ
る
の
で
出
家
後
の
こ
と
と
分
か
る
が
出
家
の
年
時
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
公
重
の
『
風
情
集
』
に
、

　
　
　
あ
ぜ
ち
の
大
納
言
に
ぐ
し
申
し
て
、
お
ほ
内
裏
の
南
殿
の
さ
く
ら
を
み
て

　
9
2
す
み
な
れ
し
む
か
し
な
り
せ
ば
か
へ
ら
で
も
く
も
井
の
花
を
今
日
は
み
て
ま
し

　
1

　
　
　
藤
花
水
に
う
つ
る
と
い
ふ
心
を
、
同
じ
だ
い
り
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
9
3
ふ
ぢ
な
み
の
か
げ
ろ
ふ
水
は
あ
さ
け
れ
ど
ふ
か
む
ら
さ
き
に
「
　
　
　
」

　
　

と
あ
り
、
い
ま
ま
で
と
同
じ
よ
う
な
情
況
が
示
さ
れ
て
お
り
、
特
に
後
者
詠
は
『
林
葉
集
』
一
七
八
番
歌
と
同
じ
題
で
あ
る
。
前
者
詠
は
上

二
句
の
表
現
か
ら
み
て
、
あ
る
い
は
二
条
天
皇
在
位
時
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
『
親
宗
集
』
を
上
げ
よ
う
。

　
　
　
大
内
紫
宸
殿
の
花
、
人
人
、
見
に
ま
か
り
た
り
し
に
、
け
さ
う
ち
の
女
房
な
む
見
つ
る
と
、
頼
政
卿
の
さ
ぶ
ら
ひ
い
へ
ば
、
弁
の
内

　
　
　
侍
の
も
と
へ
い
ひ
遣
す

　
1
8
さ
く
ら
ば
な
わ
れ
よ
り
さ
き
に
見
て
け
り
と
も
の
い
は
ぬ
木
の
い
ふ
は
ま
こ
と
か

と
あ
り
、
多
く
の
人
々
と
一
緒
に
行
っ
た
こ
と
、
親
宗
が
「
公
通
家
十
首
会
」
の
メ
ン
バ
ー
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
い
ま
ま
で
と

同
じ
時
の
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
南
殿
の
桜
を
観
賞
す
る
た
め
に
参
内
し
た
例
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
う
ち
、
頼
政
、
隆
信
、
実
国
と
二
条
天
皇
と
の
関
わ
り
は
す

で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
か
つ
「
む
か
し
み
し
は
な
」
「
す
み
な
れ
し
む
か
し
」
と
懐
古
的
措
辞
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
　
　
た



と
え
、
天
皇
の
遺
徳
を
偲
ぶ
よ
う
な
内
容
や
直
載
的
表
現
は
な
い
に
し
て
も

、
こ
れ
ら
は
天
皇
に
因
む
も
の
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

四

　
こ
こ
で
は
、
南
殿
の
桜
以
外
の
、
内
裏
を
歌
題
に
含
む
な
ど
内
裏
に
関
わ
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
を
み
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
、
歌
題
の
中
に
内
裏
が
入
っ
て
い
る
歌
に
、
『
重
家
集
』
の
、

　
　
　
又
内
に
て
、
禁
庭
柳
垂
と
い
ふ
題
を

　
2
に
は
の
お
も
は
ひ
ま
な
く
は
ら
ふ
あ
を
や
ぎ
に
ま
か
せ
て
を
み
よ
と
も
の
み
や
つ
こ

が
あ
り
、
同
題
詠
に
、
『
長
秋
詠
藻
』
中
の
、

　
　
　
同
春
（
注
、
前
歌
の
詞
書
か
ら
保
元
四
年
の
こ
と
）
内
裏
御
会
に
、
禁
庭
柳
垂
と
い
ふ
心
を

　
H
卷
く
れ
ば
玉
の
醐
を
は
ら
ひ
け
り
柳
の
い
と
や
と
も
の
宮
つ
こ

　
2

　
『
頼
政
集
』
上
の
、

　
　
　
二
条
院
の
御
時
、
禁
中
柳
垂

　
2
6
紫
も
あ
け
も
つ
ら
な
る
庭
の
面
に
又
緑
な
る
玉
柳
か
な

　
『
二
条
院
讃
岐
集
』
の
、

　
　
　
だ
い
り
に
や
な
ぎ
た
れ
り
と
い
ふ
こ
と
を

　
一
あ
を
や
ぎ
の
な
び
く
し
づ
え
に
は
き
て
け
り
ふ
く
春
風
や
と
も
の
宮
つ
こ

と
、
同
じ
時
に
詠
ま
れ
た
と
思
し
い
四
首
が
あ
る
。
保
元
四
年
（
二
五
九
）
三
月
に
は
前
述
し
た
よ
う
に
「
花
有
喜
色
」
と
い
う
題
で
初

め
て
の
内
裏
御
会
が
催
行
さ
れ
て
い
る
（
年
時
を
追
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
『
重
家
集
』
の
一
番
歌
が
「
花
有
喜
色
」
詠
で
あ
る
）
。
メ
ン

バ
ー
は
頼
政
を
除
い
て
同
じ
で
あ
る
。
歌
題
は
小
異
は
み
ら
れ
る
が
同
じ
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
以
外
に
こ
の
歌
題
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
こ

で
、
三
人
が
「
と
も
の
み
や
つ
こ
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
前
述
し
た
『
拾
遺
集
』
の
「
南
殿
に
ち
り
つ
み
て

侍
り
け
る
花
を
見
て
」
詠
ん
だ
「
と
の
も
り
の
と
も
の
み
や
つ
こ
…
」
を
踏
ま
え
て
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
花
有
喜
色
」
の
歌
題
に

　
　
藤
原
清
輔
の
「
南
殿
の
桜
」
詠
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一

　
　
　
　
　
　
　
－
二
条
天
皇
と
の
か
か
わ
り
ー



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一

こ
そ
相
応
し
い
が
、
柳
に
応
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
内
裏
と
い
え
ば
、
南
殿
の
桜
、
そ
し
て
こ
の
歌
を
思
い
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
同

じ
歌
詞
で
詠
ま
れ
る
の
は
た
ぶ
ん
偶
然
の
符
号
で
は
な
く
、
誰
か
が
言
い
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
当
時
け
っ
し
て
珍
し
い
こ
と
で

は
な
か
っ
た
。

　
ま
た
『
頼
政
集
』
上
に
、

　
　
　
禁
中
祝
の
心
を
二
条
院
の
御
時
人
に
か
は
り
て
読
め
る

　
　

　
1
む
か
し
ょ
り
お
き
け
る
ち
り
の
山
な
れ
ど
君
が
御
代
に
ぞ
雲
は
か
か
れ
る

　
3

と
、
同
じ
よ
う
に
「
禁
中
」
を
詠
ん
で
い
る
の
が
あ
る
。
こ
の
歌
題
は
他
に
み
ら
れ
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
歌
題
は
天
皇
自
ら
が
提
示
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
が
、
天
皇
主
催
の
歌
会
に
は
即
題
が
多
く
、
ま

た
い
ま
ま
で
に
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
歌
題
や
一
字
だ
け
を
変
え
た
結
題
を
創
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

　
次
に
、
内
裏
の
中
の
あ
る
場
所
に
関
わ
っ
て
い
る
歌
を
い
く
つ
か
上
げ
よ
う
。

　
『
重
家
集
』
に
、

　
　
　
は
ぎ
の
と
に
て
人
人
め
し
て
御
あ
そ
び
あ
り
し
つ
い
で
に
卒
爾

　
　
　
禁
中
萩

　
3
5
い
に
し
へ
も
か
か
る
に
ほ
ひ
の
あ
り
け
れ
ば
な
づ
け
そ
め
け
る
は
ぎ
の
み
と
か
も

　
　
　
虫
声
驚
夢

　
3
6
き
り
ぎ
り
す
か
べ
の
な
か
な
る
こ
ゑ
ゆ
ゑ
に
む
す
び
さ
し
つ
る
よ
は
の
ゆ
め
か
な

　
　
　
始
得
返
事
恋

　
3
7
け
ふ
こ
そ
は
み
つ
と
ば
か
り
の
こ
と
の
は
も
な
ほ
ざ
り
な
が
ら
か
き
お
こ
す
め
れ

　
　
　
次
折
句
歌

　
　
　
く
つ
わ
む
し
を
句
の
か
み
に
お
き
て
、
こ
ひ
の
こ
こ
ろ
を



　
3
8
く
ち
に
け
り
つ
れ
な
き
人
の
わ
り
な
さ
に
む
せ
ぶ
涙
に
し
ぼ
る
た
も
と
は

と
あ
る
。
管
絃
会
の
座
興
で
の
歌
会
で
あ
る
。
一
首
目
に
は
歌
題
に
「
禁
中
」
が
入
っ
て
い
る
。
『
重
家
集
』
の
配
列
か
ら
松
野
陽
一
氏
は

保
元
四
年
の
こ
と
と
す
る
（
6
）
が
、
歌
題
に
従
え
ば
秋
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
の
天
皇
の
在
所
に
つ
い
て
は
、
四
月
十
八
日
に

某
所
へ
方
違
の
行
幸
が
あ
り
（
前
述
）
、
こ
れ
以
降
は
十
月
十
四
日
に
白
河
押
小
路
殿
へ
方
違
の
行
幸
が
あ
り
、
十
六
日
に
内
裏
に
還
御
し

て
い
る
（
平
治
元
年
十
月
記
）
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
内
裏
で
あ
っ
た
と
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
は
ぎ
の
と
（
萩
の
戸
）
」
に
つ
い
て
は
、
岩
佐
美
代
子
氏
に
所
説
が
あ
り
、
従
来
は
清
涼
殿
北
廟
に
あ
る
一
室
と
さ
れ
て
い
た
が
、
北

廟
の
東
面
妻
戸
の
あ
た
り
に
萩
を
植
え
る
こ
と
が
恒
例
化
し
た
の
で
、
そ
の
付
近
の
妻
戸
が
「
萩
の
戸
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
一

室
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
（
7
）
。

　
な
お
、
「
禁
中
萩
」
の
題
が
『
頼
政
集
』
上
に
も
、

　
　
　
大
内
に
て
禁
中
萩
と
云
ふ
心
を
人
に
か
は
り
て
読
み
侍
り
け
る

　
の

　
8
山
吹
や
菊
も
か
さ
な
る
数
は
あ
れ
ど
ま
さ
り
て
み
ゆ
る
九
重
の
は
ぎ

　
一

と
み
え
る
。
『
重
家
集
』
が
「
卒
爾
」
で
の
詠
と
す
る
の
で
頼
政
の
代
作
は
不
可
能
か
と
思
わ
れ
、
同
じ
歌
会
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
が

も
し
二
条
天
皇
の
時
と
す
れ
ば
、
同
じ
題
で
の
歌
会
が
別
に
催
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
ら
二
字
題
と
結
題
の
三
首
お
よ
び
「
く
つ
わ
む
し
」
で
の
折
句
は
他
に
見
出
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
三
五
、
六
番
の
歌
題
や
「
く

つ
わ
む
し
」
か
ら
み
て
、
い
わ
ゆ
る
嘱
目
の
景
に
よ
っ
て
天
皇
が
創
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
千
載
集
』
雑
下
に
入
る
、

　
　
　
二
条
院
御
時
、
こ
い
た
じ
き
と
い
ふ
五
字
を
く
の
か
み
に
お
き
て
、
た
び
の
こ
こ
ろ
を
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
雅
重
朝
臣

　
ク

　
一
6
こ
ま
な
め
て
い
ざ
み
に
ゆ
か
ん
た
っ
た
川
し
ら
浪
よ
す
る
き
し
の
あ
た
り
を

　
　

を
み
よ
う
。
「
こ
い
た
じ
き
」
で
の
折
句
で
旅
の
心
を
詠
ま
せ
た
の
は
『
伊
勢
物
語
』
九
に
倣
っ
た
の
で
あ
る
。
「
こ
い
た
じ
き
（
小
板
敷
）
」

は
清
涼
殿
南
廟
の
殿
上
の
間
の
南
の
板
敷
、
あ
る
い
は
清
涼
殿
の
東
南
、
紫
宸
殿
に
連
絡
す
る
南
廊
の
西
北
部
の
板
敷
二
間
の
部
分
と
い
う

藤
原
清
輔
の

「
南
殿
の
桜
」
詠
を
め
ぐ
っ
て

一
二
条
天
皇
と
の
か
か
わ
り
一

一
三



一
四

二
説
が
あ
る
（
8
）
が
、
こ
こ
は
前
者
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
同
様
の
も
の
に
『
俊
忠
集
』
の
、

　
　
　
殿
上
に
て
く
つ
か
ぶ
り
の
う
た
、
当
座
、
こ
い
た
じ
き
、
と
き
の
ふ
だ

　
5
3
こ
し
た
も
と
い
と
ど
ひ
が
た
き
た
び
の
よ
の
し
ら
っ
ゆ
む
す
ぶ
き
ぎ
の
こ
の
し
た

が
あ
り
、
の
ち
に
『
新
勅
撰
集
』
雑
五
に
「
堀
河
院
御
時
、
蔵
人
頭
に
て
殿
上
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
あ
し
た
、
い
で
さ
せ
た
ま
う
て
、
こ
い
た

じ
き
、
と
き
の
ふ
だ
を
く
つ
か
う
ぶ
り
に
よ
め
と
お
ほ
せ
ご
と
侍
り
け
れ
ば
、
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
」
と
し
て
、
作
者
「
権
中
納
言
俊
忠
」
、

第
四
句
が
「
し
ら
つ
ゆ
は
ら
ふ
」
で
収
め
ら
れ
て
い
る
（
＝
二
六
九
番
）
。
「
と
き
の
ふ
だ
」
は
殿
上
の
間
の
小
庭
に
あ
る
時
刻
を
示
す
た
め

の
札
の
こ
と
。
天
皇
が
藤
原
俊
成
父
の
俊
忠
（
一
〇
七
一
年
－
一
＝
…
）
詠
を
意
識
し
て
い
た
か
否
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
小
板
敷
を
用

い
た
の
は
、
雅
重
（
二
六
三
年
十
二
月
八
日
没
）
は
『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
（
二
五
二
）
一
月
八
日
条
に
拠
れ
ば
、
同
日
に
正
五
位
下

に
叙
せ
ら
れ
て
お
り
（
こ
れ
以
降
の
位
階
は
不
明
）
、
俊
忠
と
同
様
に
昇
殿
を
許
さ
れ
て
殿
上
の
間
に
伺
候
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う

か
。　

最
後
に
、
『
頼
政
集
』
上
か
ら
上
げ
よ
う
。

　
　
　
新
院
の
御
時
さ
と
大
内
に
お
は
し
ま
す
比
大
里
に
侍
ひ
け
る
が
り
ょ
う
き
殿
前
の
梅
の
花
さ
か
り
に
侍
り
け
る
を
、
小
ど
ね
り
し
て

　
　
　
を
り
に
っ
か
は
し
た
り
け
る
枝
に
結
付
け
て
た
て
ま
つ
り
け
る

　
2
1
九
重
の
う
ち
に
に
ほ
へ
る
梅
の
花
と
へ
ば
ち
ら
さ
じ
と
思
ひ
し
も
の
を

　
　
　
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兵
衛
内
侍

　
2
2
九
重
の
お
な
じ
御
か
き
の
う
ち
な
れ
ば
あ
だ
に
は
ち
ら
ぬ
花
と
こ
そ
み
れ

　
新
院
が
里
第
に
い
る
時
に
内
裏
内
の
綾
綺
殿
の
梅
を
折
り
に
小
舎
人
童
を
よ
こ
し
た
と
い
う
。

　
こ
の
「
新
院
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
藤
原
実
定
の
『
林
下
集
』
下
に
、

　
　
　
新
院
の
御
く
ら
み
の
時
の
こ
と
な
り
、
お
な
じ
き
こ
ろ
よ
り
ま
さ
の
朝
臣
の
も
と
へ
申
し
や
り
し



　
2
1
こ
が
く
れ
て
み
し
よ
の
月
を
わ
す
れ
ず
は
お
な
じ
く
も
み
を
あ
は
れ
と
や
お
も
ふ

　
3

　
　
　
（
返
歌
は
省
略
）

　
　
　
　
こ
の
歌
は
、
二
条
の
院
御
時
殿
上
を
申
し
て
、
人
し
れ
ぬ
お
ほ
う
ち
や
ま
の
山
も
り
は
こ
が
く
れ
て
の
み
つ
き
を
み
る
か
な
、
と

　
　
　
　
よ
み
た
り
し
に
殿
上
ゆ
り
た
れ
ば
、
そ
の
こ
ろ
な
り

と
み
え
る
新
院
が
い
る
。
左
注
の
「
人
し
れ
ぬ
」
詠
は
『
千
載
集
』
雑
上
の
、

　
　
　
二
条
院
御
時
、
と
し
ご
ろ
お
ほ
う
ち
ま
も
る
こ
と
を
う
け
た
ま
は
り
て
、
み
か
き
の
う
ち
に
は
侍
り
な
が
ら
、
昇
殿
は
ゆ
る
さ
れ
ざ

　
　
　
り
け
れ
ば
、
行
幸
あ
り
け
る
夜
、
月
の
あ
か
か
り
け
る
に
女
房
の
も
と
に
申
し
侍
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
右
京
権
大
夫
頼
政

　
7
8
人
し
れ
ぬ
お
ほ
う
ち
山
の
や
ま
も
り
は
こ
が
く
れ
て
の
み
月
を
み
る
か
な

　
　

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
か
ら
、
『
林
下
集
』
の
「
新
院
」
は
二
条
天
皇
と
思
わ
れ
る
。

　
頼
政
詠
へ
返
歌
を
し
た
「
兵
衛
内
侍
」
に
つ
い
て
は
、
『
重
家
集
』
に
、

　
　
　
八
月
十
五
日
、
皇
后
宮
は
か
な
く
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
の
九
月
つ
ご
も
り
の
ひ
、
二
条
院
、
故
殿
な
ど
の
御
事
の
う
ち
つ
づ
き
た
り

　
　
　
し
を
お
も
ひ
い
で
て
、
兵
衛
内
侍
の
も
と
へ
き
こ
え
し

　
1
8
く
れ
ぬ
と
も
な
に
か
を
し
ま
む
と
し
を
へ
て
う
さ
の
み
つ
も
る
秋
と
思
へ
ば

　
5

　
　
　
（
返
歌
は
省
略
）

と
み
え
る
。
「
皇
后
宮
」
は
承
安
三
年
（
二
七
三
）
八
月
十
五
日
に
崩
じ
た
二
条
天
皇
中
宮
育
子
で
あ
り
、
「
故
殿
」
は
仁
安
元
年
（
二

六
六
）
七
月
二
十
六
日
に
没
し
た
摂
政
藤
原
基
実
で
あ
ろ
う
。
兵
衛
内
侍
は
彼
ら
と
つ
な
が
る
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
資
料
か
ら
考
え
れ
ば
、
『
頼
政
集
』
の
「
新
院
」
は
二
条
天
皇
と
断
じ
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
綾
綺
殿
の
梅
は
『
古
今
集
』
秋
下
に
、

　
　
　
貞
観
御
時
、
綾
綺
殿
の
ま
へ
に
梅
の
木
あ
り
け
り
、
に
し
の
方
に
さ
せ
り
け
る
え
だ
の
も
み
ぢ
は
じ
め
た
り
け
る
を
う
へ
に
さ
ぶ
ら

　
　
　
ふ
を
の
こ
ど
も
の
よ
み
け
る
つ
い
で
に
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
か
ち
お
む

藤
原
清
輔
の
「
南
殿
の
桜
」
詠
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
1
二
条
天
皇
と
の
か
か
わ
り
一

一
五



ムノ＼

　
　

　
5
お
な
じ
え
を
わ
き
て
こ
の
は
の
う
つ
ろ
ふ
は
西
こ
そ
秋
の
は
じ
め
な
り
け
れ

　
2

と
あ
り
、
綾
綺
殿
は
文
学
作
品
に
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
で
両
者
の
関
係
を
重
視
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
く
、
梅
本
来
の
姿
を
賞
で
る
天
皇
の
優
雅
な
行
為
と
解
し
て
お
き
た
い
。

　
な
お
、
綾
綺
殿
は
新
嘗
祭
の
前
夜
に
行
わ
れ
る
鎮
魂
祭
の
祭
場
で
あ
る
。

二
一
番
歌
は
紅
葉
し
た
梅
で
は

五

　
い
ま
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
二
条
天
皇
は
内
裏
に
拘
泥
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
と
し
て
南
殿
の
桜
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
冒
頭
に
掲
げ
た
、
清
輔
の
「
吉
野
山
」
詠
に
戻
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
も
天
皇
と
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

が
、
さ
ら
に
清
輔
と
桜
に
因
む
次
の
歌
に
注
目
し
た
い
。

　
『
頼
政
集
』
下
に
、

　
　
　
上
達
部
殿
上
人
あ
ま
た
大
内
の
花
み
ら
れ
侍
り
し
に
、
三
位
大
進
清
輔
ふ
み
を
か
き
て
さ
し
つ
か
は
し
た
る
を
み
侍
れ
ば

　
　

　
3
朝
ゆ
ふ
に
な
れ
し
む
か
し
の
も
も
し
き
を
花
の
た
よ
り
に
み
る
ぞ
露
け
き

　
6

　
　
　
返
し

　
　

　
3
な
れ
に
け
ん
昔
を
忍
ぶ
袖
の
上
に
お
つ
る
花
も
や
露
け
か
る
ら
ん

　
　

が
あ
る
。
井
上
宗
雄
氏
は
天
皇
苗
屍
の
翌
年
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
の
春
か
と
し
て
い
る
（
9
）
が
、
傾
聴
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
、
参

河
内
侍
の
「
思
ひ
出
づ
や
」
詠
や
藤
原
実
国
の
「
九
重
に
」
詠
と
同
じ
情
況
下
で
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
上
達
部
や
殿
上
人
が
南
殿
の

桜
を
見
に
行
っ
た
折
、
清
輔
は
聞
き
つ
け
て
、
天
皇
在
位
時
に
馴
れ
親
し
ん
だ
内
裏
を
亡
き
後
に
花
の
つ
い
で
に
見
る
の
は
堪
え
ら
れ
な
い

と
言
い
送
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
清
輔
に
と
っ
て
も
余
人
と
同
じ
く
桜
は
天
皇
そ
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
桜
を
共
有
す
る
世
界
に
い
る
。

　
こ
う
考
え
る
と
、
「
吉
野
山
」
詠
は
天
皇
に
関
わ
っ
て
の
歌
と
い
う
蓋
然
性
が
高
い
と
思
う
。
こ
の
御
代
を
謳
歌
す
る
内
容
と
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
み
て
、
天
皇
在
位
時
の
こ
と
で
、
あ
る
い
は
天
皇
主
催
の
歌
会
の
折
に
で
も
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



　
そ
れ
に
し
て
も
、
『
清
輔
集
』
に
お
い
て
天
皇
麗
時
の
歌
や
天
皇
に
愁
訴
し
た
歌
は
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

歌
を
清
輔
は
な
ぜ
も
っ
と
詳
し
く
述
べ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
注

（
1
）
以
下
の
天
皇
の
在
所
に
つ
い
て
は
、
詫
間
直
樹
編
『
皇
居
行
幸
年
表
』
を
参
考
に
し
た
。

（
2
）
『
藤
原
俊
成
の
研
究
』
所
収
「
伝
記
資
料
研
究
」

（
3
）
『
山
塊
記
』
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
十
二
月
二
十
五
日
条

（
4
）
『
玉
葉
』
治
承
元
年
（
二
七
七
）
十
一
月
十
八
日
条

（
5
）
『
山
塊
記
』
永
暦
二
年
（
二
六
一
）
四
月
二
十
八
日
条

（
6
）
（
2
）
に
同
じ

（
7
）
『
宮
廷
女
流
文
学
読
解
考
幡
古
轡
所
収
「
「
萩
の
戸
」
考
」

（
8
）
『
国
史
大
辞
典
』
（
福
山
敏
雄
氏
執
筆
）

（
9
）
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
』
所
収
「
清
輔
年
譜
考
」

　
　
　
　
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
、
『
本
朝
世
紀
』
は
「
㈱
襯
国
史
大
系
」
、
『
山
塊
記
』
『
兵
範
記
』
は
「
舗
史
料
大
成
」
に
拠
る
。

こ
の

藤
原
清
輔
の

「
南
殿
の
桜
」
詠
を
め
ぐ
っ
て

1
二
条
天
皇
と
の
か
か
わ
り
一

一
七


