
藤
原
顕
輔
の
最
晩
年
の
詠
歌
一
首

1
息
男
清
輔
と
の
関
わ
り
も
含
め
て
1

芦
　
　
田
　
　
耕

　
六
条
藤
家
顕
輔
の
『
顕
輔
集
』
に
次
の
歌
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
左
大
臣
殿
の
中
納
言
中
将
兼
長
春
日
祭
上
卿
に
く
だ
り
た
ま
ひ
し
に
、
前
馬
助
範
綱
が
、
二
郎
子
清
綱
を
い
み
じ
く
し
た
て
て

　
　
　
し
の
ぶ
ず
り
の
か
り
ぎ
ぬ
な
ど
を
き
せ
た
り
し
、
お
も
ふ
所
あ
る
や
う
に
見
え
し
か
ば
、
又
の
日
、
た
れ
と
も
な
く
て
範
綱
が

　
　
　
も
と
に
さ
し
お
か
せ
し

　
幽
き
の
ふ
見
し
し
の
ぶ
の
み
だ
れ
た
れ
な
ら
ん
心
の
ほ
ど
ぞ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ぬ

　
春
日
祭
に
奉
仕
す
る
上
卿
（
公
卿
の
首
座
）
と
し
て
兼
長
が
務
め
た
が
、
そ
の
供
奉
者
清
綱
が
信
夫
摺
り
の
狩
衣
を
着
て
い
る
の
を

見
て
親
の
範
綱
に
名
を
伏
せ
て
歌
を
送
っ
た
と
い
う
。

　
こ
れ
は
後
に
『
千
載
集
』
雑
上
に
採
ら
れ
る
。

　
　
　
右
大
将
兼
長
、
か
す
が
の
ま
つ
り
の
上
卿
に
た
ち
侍
り
け
る
と
も
に
、
藤
原
範
綱
が
こ
清
綱
が
六
位
に
侍
り
け
る
に
、
し
の
ぶ

　
　
　
ず
り
の
か
り
ぎ
ぬ
を
き
せ
て
侍
り
け
る
を
、
を
か
し
く
み
え
け
れ
ば
、
又
の
日
範
綱
が
も
と
に
さ
し
お
か
せ
侍
り
け
る

藤
原
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二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
京
大
夫
顕
輔

　
蝸
き
の
ふ
み
し
し
の
ぷ
も
ぢ
ず
り
た
れ
な
ら
ん
心
の
ほ
ど
ぞ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ぬ

　
詞
書
に
お
い
て
、
『
顕
輔
集
』
の
兼
長
の
職
名
「
中
紬
言
中
将
」
が
『
千
載
集
』
で
は
「
右
大
将
」
、
「
前
馬
助
範
綱
」
が
「
藤
原
範

綱
」
、
「
お
も
ふ
所
あ
る
や
う
に
」
が
「
を
か
し
く
」
と
異
な
り
、
他
に
清
綱
の
位
が
『
千
載
集
』
で
「
六
位
」
と
あ
り
、
「
た
れ
と
も

な
く
て
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
歌
は
、
第
二
旬
「
し
の
ぶ
の
み
だ
れ
」
（
『
顕
輔
集
』
は
異
同
な
し
）
が
『
千
載
集
』
で
は
「
し
の
ぷ

も
ぢ
ず
り
」
と
あ
る
。

　
顕
輔
息
清
輔
が
撰
し
た
『
続
詞
花
集
』
雑
上
に
も
、

　
　
　
右
大
将
兼
長
春
日
察
の
上
卿
に
て
く
だ
り
侍
り
け
る
と
も
に
、
藤
原
範
綱
を
い
と
を
か
し
う
し
た
て
て
し
の
ぷ
ず
り
の
か
り
ぎ

　
　
　
ぬ
な
ど
き
せ
た
り
け
る
、
ゆ
ゑ
あ
る
や
う
に
見
え
け
れ
ば
、
又
の
日
範
綱
が
も
と
に
、
た
れ
と
も
な
く
て
さ
し
お
か
せ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
京
大
夫
顕
輔

　
㎜
昨
日
見
し
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
た
れ
な
ら
ん
心
の
ほ
ど
ぞ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ぬ

と
あ
る
。
主
に
今
ま
で
上
げ
て
き
た
こ
と
で
見
る
と
、
兼
長
は
「
右
大
将
」
、
範
綱
の
行
為
を
「
ゆ
ゑ
あ
る
」
と
し
、
歌
主
の
名
を
伏

せ
た
と
す
る
。
大
き
な
違
い
は
「
範
綱
」
が
二
回
出
る
こ
と
で
あ
り
、
初
め
は
「
清
綱
」
と
思
わ
れ
る
が
諸
本
に
異
同
は
な
い
。
そ
も

そ
も
こ
の
本
文
は
歌
も
含
め
て
『
顕
輔
集
』
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ず
、
不
審
で
あ
る
。

　
顕
輔
酋
子
の
顕
昭
も
こ
の
歌
を
『
柚
中
抄
』
第
十
八
に
採
り
上
げ
て
い
る
。
「
シ
ノ
ブ
モ
ヂ
ズ
リ
」
項
に
、

　
　
　
又
故
中
納
言
大
将
護
冬
ノ
春
口
祭
使
一
ク
ダ
リ
給
ヒ
シ
ト
モ
一
人
く
イ
ロ
く
一
花
ヲ
・
リ
テ
キ
ラ
メ
ケ
ル
中
二
則
馬

　
　
　
助
範
綱
ガ
子
清
綱
ガ
シ
ノ
ブ
ズ
リ
ノ
狩
衣
ヲ
キ
タ
リ
ケ
ル
ガ
　
コ
・
ロ
ア
リ
テ
ミ
ェ
ケ
レ
バ
　
故
左
京
兆
　
次
ノ
日
範
綱
ガ
モ

　
　
　
ト
ヘ

　
　
キ
ノ
フ
ミ
ζ
ノ
ブ
ノ
ミ
ダ
レ
く
ナ
ラ
ム
コ
・
ロ
ノ
ホ
ド
ゾ
カ
ギ
リ
シ
ラ
レ
ヌ

　
　
　
　
世
ノ
ス
ヱ
ニ
モ
ヲ
カ
シ
キ
コ
ト
ハ
イ
デ
キ
ケ
リ

と
見
え
る
。
他
と
違
う
主
な
点
は
、
こ
の
春
日
祭
を
冬
と
し
、
今
ま
で
全
く
見
ら
れ
な
か
一
た
「
イ
ロ
く
一
・
…
キ
ラ
メ
ケ
ル
中
一
一



や
左
注
が
あ
り
、
範
綱
の
行
為
を
「
コ
・
ロ
ァ
リ
テ
」
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
歌
の
第
二
旬
は
「
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
、

「
こ
㌧
ろ
の
う
ち
ぞ
」
と
す
る
諸
本
が
あ
る
。
特
に
、
冬
の
春
日
祭
と
し
た
こ
と
は
後
述
す
る
よ
う
に
間
違
っ
て
い
る
。

第
四
旬
は

　
こ
の
話
が
『
伊
勢
物
語
』
初
段
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
春
日
祭
と
い
う
こ
と
で
、
範
綱
は
春
日
の
里
を
舞
台
に

し
た
初
段
に
因
ん
で
「
し
の
ぷ
ず
り
の
か
り
ぎ
ぬ
」
を
着
用
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
顕
輔
は
こ
の
趣
向
を
「
お
も
ふ
所
あ
る
」
「
を
か
し

く
」
「
ゆ
ゑ
あ
る
」
「
コ
・
ロ
ァ
リ
」
と
評
し
て
い
る
。
顕
輔
の
歌
は
こ
れ
を
う
け
て
お
り
、
　
「
し
の
ぷ
の
み
だ
れ
（
し
の
ぷ
も
ぢ
ず
り
）

た
れ
な
ら
ん
」
は
「
み
ち
の
く
の
忍
ぷ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
ゑ
に
み
だ
れ
そ
め
に
し
我
な
ら
な
く
に
」
、
「
か
ぎ
り
し
ら
れ
ぬ
」
は
男
が
姉
妹

に
送
っ
た
「
春
日
野
の
若
紫
の
す
り
衣
し
の
ぶ
の
み
だ
れ
限
り
知
ら
れ
ず
」
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
。

　
顕
輔
は
こ
れ
で
何
を
言
お
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
千
載
集
』
の
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
本
お
よ
び
「
和
泉
古
典
叢
書
」
本

は
と
も
に
春
日
察
に
相
応
し
い
服
装
を
調
え
た
親
の
配
慮
の
深
さ
を
賞
讃
す
る
歌
と
し
て
い
る
。
い
ま
前
者
の
現
代
語
訳
で
示
せ
ば
、

「
昨
日
見
た
信
夫
摺
り
の
狩
衣
姿
は
誰
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
心
用
意
の
ほ
ど
は
測
り
知
れ
な
い
す
ば
ら
し
さ
で
す
ね
」
と
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
解
す
る
よ
り
は
、
依
拠
し
た
歌
が
両
方
と
も
恋
の
歌
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
こ
れ
も
恋
の
歌
と
考
え
る
の
が
よ
い
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
い
か
。
『
顕
輔
集
』
と
『
柚
中
抄
』
に
見
ら
れ
る
範
綱
の
コ
削
馬
助
」
（
『
尊
卑
分
脈
』
等
に
従
え
ば
「
前
右
馬
助
」
で
あ
る
）
に
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

目
し
た
い
。
『
伊
勢
物
語
』
で
は
在
原
業
平
も
就
い
た
「
右
馬
頭
な
る
翁
」
が
重
要
な
人
物
と
な
っ
て
い
る
。
顕
輔
は
「
馬
助
」
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
⑧

自
分
を
「
右
馬
頭
な
る
翁
」
と
す
る
こ
と
（
後
述
す
る
よ
う
に
彼
は
高
齢
で
あ
っ
た
）
を
思
い
付
き
、
『
伊
勢
物
語
』
が
あ
る
「
を
と

こ
」
の
一
代
記
風
の
物
語
で
あ
る
よ
う
に
、
老
男
の
若
き
頃
の
話
と
し
て
自
分
自
身
を
初
段
の
「
う
ひ
か
う
ぷ
り
」
し
た
ば
か
り
の
男

に
擬
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
だ
と
す
る
と
、
美
し
い
姉
妹
へ
で
は
な
く
父
親
に
向
っ
て
、
あ
の
信
夫
摺
り
の
狩
衣
姿
の
美
し

い
男
は
誰
で
し
ょ
う
か
と
わ
ざ
と
惚
け
て
み
せ
、
下
の
句
に
お
い
て
、
そ
の
人
の
た
め
に
私
の
心
は
限
り
な
く
乱
れ
て
い
ま
す
と
懐
悩

す
る
様
を
詠
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
男
同
士
が
い
わ
ば
恋
歌
ま
が
い
の
消
息
を
送
る
体
を
と
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
名
を
伏
せ
て
の
文

藤
原
顕
輔
の
最
晩
年
の
詠
歌
一
首
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に
範
綱
は
い
ろ
い
ろ
詮
索
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
を
意
図
し
て
『
顕
輔
集
』
や
『
続
詞
花
集
』
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
「
た
れ
と
も

な
く
て
」
送
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
は
高
齢
の
顕
輔
が
臆
面
も
な
く
戯
れ
を
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

　
顕
輔
が
『
伊
勢
物
語
』
を
意
識
し
て
作
っ
た
と
思
し
い
歌
は
『
顕
輔
集
』
に
他
に
二
首
見
出
さ
れ
る
。
し
か
も
当
該
歌
と
同
じ
よ
う

に
と
も
に
主
人
公
の
「
を
と
こ
」
「
右
馬
頭
」
の
立
場
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

　
　
　
身
の
の
ぞ
み
か
な
は
で
、
世
中
す
さ
ま
じ
く
お
ぼ
ゆ
る
こ
ろ
、
人
の
も
と
に
っ
か
は
し
け
る

　
7
ー
う
き
身
に
は
み
や
こ
の
て
ぷ
り
あ
き
は
て
ぬ
ひ
な
へ
さ
そ
は
ぬ
あ
づ
ま
へ
も
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
歎

　
第
四
旬
「
さ
そ
は
ぬ
」
は
諸
本
「
さ
そ
は
む
」
「
さ
そ
は
ぬ
」
と
あ
り
、
普
通
な
ら
ば
「
さ
そ
は
む
」
が
よ
い
だ
ろ
う
。
第
五
句

「
あ
っ
ま
へ
」
は
「
あ
っ
ま
っ
」
と
す
る
の
が
多
い
が
、
「
へ
」
「
っ
」
の
字
体
酷
似
に
よ
る
誤
り
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
詞
書
の
状
況
か
ら
も
「
東
下
り
」
の
段
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。

　
あ
と
一
例
は
「
大
宮
中
納
言
（
注
、
藤
原
伊
通
）
家
歌
合
に
」
の
「
月
」
、

　
7
5
山
の
は
に
せ
き
も
り
す
ゑ
よ
た
っ
た
ひ
め
を
し
む
も
し
ら
ぬ
月
や
と
ま
る
と

で
あ
り
、
八
十
二
段
の
惟
喬
親
王
と
の
友
情
話
に
拠
る
だ
ろ
う
。
交
野
、
天
の
河
を
経
て
水
無
瀬
の
宮
に
帰
っ
て
来
た
折
に
、
親
王
が

酔
っ
て
寝
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
十
一
日
の
月
が
隠
れ
よ
う
と
し
た
の
で
、
お
供
の
右
馬
頭
が
、

　
　
あ
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
か
く
る
㌧
か
山
の
端
に
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む

と
詠
ん
だ
。
こ
れ
が
、
ま
だ
見
飽
き
な
い
月
を
山
の
端
が
逃
げ
て
入
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
の
に
対
し
て
、
『
顕
輔
集
』
は
山
の
端
に

関
守
を
据
え
て
月
を
止
ま
ら
せ
よ
と
い
う
。
状
況
や
共
通
す
る
歌
詞
か
ら
み
て
も
八
十
二
段
を
踏
ま
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
「
た

っ
た
ひ
め
」
は
周
知
の
ご
と
く
秋
を
支
配
す
る
女
神
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
用
い
た
の
は
、
前
掲
部
分
の
す
ぐ
前
に
〕
父
野
を
狩
り
て
、

天
の
河
の
ほ
と
り
に
至
る
を
題
に
て
」
右
馬
頭
が
詠
ん
だ
、

　
　
狩
り
暮
ら
し
棚
機
つ
女
に
宿
か
ら
む
天
の
河
原
に
我
は
来
に
け
り

の
「
棚
機
っ
女
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



二

　
こ
の
一
四
四
番
歌
は
い
っ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
千
載
集
』
と
『
袖
中
抄
の
校
本
と
研
究
』
は
『
台
記
』

を
上
げ
て
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
十
一
月
と
す
る
が
、
特
に
後
者
は
お
そ
ら
く
冬
の
祭
と
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
導
か
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
和
泉
古
典
叢
書
『
干
載
集
」
は
年
代
特
定
の
こ
と
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
井
上
宗
雄
氏
『
平
安
菱
期
歌
人
伝
の
研
究
」
は
、

「
六
条
藤
家
の
人
々
」
の
「
顕
輔
」
に
お
い
て
、
種
々
の
事
績
を
上
げ
て
説
明
を
加
え
て
い
る
が
当
該
歌
に
触
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

古
く
は
『
史
料
綜
覧
』
が
仁
平
四
年
（
一
一
五
四
。
十
月
二
十
八
日
「
久
寿
」
に
改
元
）
二
月
一
日
「
春
日
祭
」
に
『
兵
範
記
』
『
桃

華
蘂
葉
』
と
と
も
に
『
顕
輔
集
』
を
上
げ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
『
台
記
』
の
久
安
四
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
必
要
な
部
分
を
摘
記
す
る
と
、

　
　
乙
未
、
鶏
鳴
奉
二
幣
於
春
日
一
如
レ
常
、
未
刻
春
日
使
右
近
権
中
将
兼
長
自
二
大
炊
第
一
立
、
事
在
二
別
記
一

で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
『
顕
輔
集
』
等
と
重
な
り
合
う
記
事
は
見
出
せ
な
い
。
春
日
祭
使
と
な
っ
た
兼
長
は
藤
原
頼
長
男
、
時
に
弱
冠

十
一
歳
で
あ
り
、
こ
の
日
の
兼
長
の
職
は
「
右
近
中
将
」
が
正
し
い
。
『
顕
輔
集
』
に
い
う
兼
職
の
「
中
納
言
」
に
就
い
た
の
は
五
年

後
の
仁
平
三
年
十
二
月
の
こ
と
、
「
権
中
納
言
」
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
久
安
四
年
で
は
疑
問
が
残
る
。

　
次
に
、
『
史
料
綜
覧
』
が
示
す
仁
平
四
年
を
み
よ
う
。
『
兵
範
記
』
正
月
三
十
日
条
の
春
日
祭
使
を
遣
わ
す
と
こ
ろ
に
、

　
　
天
晴
、
今
日
左
府
家
嫡
中
紬
言
中
将
殿
、
為
春
日
祭
上
卿
、
令
発
向
南
都

『
宇
槻
記
抄
』
二
月
一
日
条
に
、

　
　
春
日
祭
上
卿
下
向
事
、
中
納
言
兼
長

と
あ
る
。
前
者
の
表
記
は
『
顕
輔
集
』
と
近
い
。
時
の
「
左
府
」
は
頼
長
、
彼
の
嫡
男
で
「
中
納
言
中
将
」
は
『
公
卿
補
任
』
に
拠
れ

ば
『
顕
輔
集
』
に
言
う
ご
と
く
兼
長
で
あ
り
、
正
二
位
権
中
納
言
兼
右
中
将
の
十
七
歳
で
あ
る
。
兼
長
を
「
中
納
言
中
将
」
と
記
す
の

は
同
じ
く
『
兵
範
記
』
同
年
正
月
二
日
条
の
諸
院
拝
礼
の
公
卿
の
中
に
見
ら
れ
、
「
左
大
臣
、
頼
」
と
あ
る
父
と
一
緒
に
「
中
納
言
中

藤
原
顕
輔
の
最
晩
年
の
詠
歌
一
首

五



■＼

将
、
兼
」
と
し
て
上
が
る
。

　
「
前
馬
助
範
綱
」
と
そ
の
「
二
郎
子
清
綱
」
は
『
兵
範
記
』
に
お
い
て
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
父
は
見
ら
れ
な
い
が
、
息
男
に

つ
い
て
は
、
同
じ
三
十
日
条
の
「
前
駈
」
の
「
内
殿
上
人
」
「
院
殿
上
人
」
「
地
下
君
達
」
「
諸
大
夫
廿
人
」
に
次
い
で
あ
る
「
六
位
」

の
一
人
に
「
無
官
者
清
綱
」
が
い
る
。
さ
ら
に
二
月
二
日
の
還
立
の
日
に
ま
と
め
て
上
げ
ら
れ
る
「
春
日
詣
前
駈
人
々
装
束
目
録
」
に

「
鮪
鮒
　
相
模
冠
者
」
（
「
百
十
」
は
百
十
人
目
で
あ
ろ
う
）
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
⑧
　
　
　
⑧
　
　
　
⑧

　
　
京
出
、
桜
筋
木
衣
、
紅
単
、
忍
摺
狩
襖
（
付
錦
柴
摺
平
□
結
紅
梅
白
梅
付
之
）
、
紅
衣
□
、
紅
梅
単
、
紅
打
衣
、
白
狩
袴
、
（
以
紫

　
　
青
絡
等
、
縫
藤
円
丈
、
其
挾
間
鳳
車
様
、
抜
布
（
傍
点
、
引
用
者
）

と
か
な
り
詳
細
に
記
さ
れ
る
。
以
下
に
彼
の
祭
日
と
還
御
の
装
東
が
同
様
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
省
略
に
従
う
。
「
狩
襖
」
は
『
桃
華

蘂
葉
』
に
、
「
一
狩
襖
事
」
と
し
て
、

　
　
た
ゴ
あ
を
と
も
い
ふ
な
り
。
ぬ
ひ
物
を
も
し
く
㌧
り
そ
め
に
も
す
る
也
。
又
織
物
を
も
用
ふ
。
織
襖
と
云
。
此
事
に
や
。
或
説
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
⑧

　
　
織
襖
と
号
す
る
狩
衣
。
二
重
織
也
云
々
（
傍
点
、
引
用
者
）

と
あ
り
、
「
忍
摺
狩
襖
」
は
『
顕
輔
集
』
の
「
し
の
ぷ
ず
り
の
か
り
ぎ
ぬ
」
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
装
東
は
他
の
日
に
は
見
出
さ
れ
ず
、

顕
輔
が
注
目
し
た
清
綱
の
衣
装
は
〕
呆
出
」
っ
ま
り
祭
使
発
遣
の
折
で
あ
っ
た
こ
と
ま
で
も
分
か
っ
て
く
る
。
当
該
記
事
は
仁
平
四
年

の
春
祭
で
あ
る
と
ほ
ぼ
断
じ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
父
範
綱
に
っ
い
て
は
、
『
尊
卑
分
脈
』
に
「
永
雅
男
」
と
し
て
「
従
五
位
上
　
右
馬
助
　
蔵
人
　
母
肥
前
守
成
季
女
」
と
あ
り
、
彼

の
九
男
に
「
従
五
位
上
　
判
官
代
　
蔵
人
」
の
清
綱
が
い
る
（
清
綱
を
コ
一
郎
子
」
と
す
る
の
は
不
明
と
い
う
他
な
い
）
。
彼
の
「
前

馬
助
」
は
他
に
久
安
五
年
（
一
一
四
九
）
六
月
二
十
八
日
催
行
の
『
右
衛
門
督
家
（
注
、
藤
原
家
成
）
歌
合
』
（
判
者
は
家
成
の
叔
父

顕
輔
）
の
左
方
歌
人
に
「
散
位
範
綱
前
馬
助
」
と
見
え
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
職
が
極
官
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
『
和
歌
色
葉
』
上
に
「
千
載

　
前
右
馬
助
入
道
西
遊
　
俗
名
範
綱
、
右
衛
門
大
輔
永
雅
息
」
と
上
が
り
、
そ
し
て
永
万
二
年
（
一
ニ
ハ
六
）
夏
秋
の
交
に
顕
輔
男
重

家
の
主
催
で
行
な
わ
れ
た
『
中
宮
亮
重
家
朝
臣
家
歌
合
』
に
左
方
歌
人
と
し
て
「
西
遊
」
名
で
出
詠
し
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
最
後
の

事
績
で
あ
る
。
な
お
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
千
載
集
』
の
「
人
名
索
引
」
は
、
永
万
元
年
（
一
ニ
ハ
五
）
頃
出
家
、
「
治
承
三
年



（
二
七
九
）
十
月
以
後
没
（
道
因
没
年
と
同
年
）
」
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
仁
平
四
年
（
一
一
五
四
）
の
時
点
で
「
前
馬
助
」
は
矛
盾
が
な
い
と
言
え
よ
う
。

・
次
に
、
範
綱
と
顕
輔
の
関
係
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

　
仁
平
四
年
に
お
い
て
、
顕
輔
は
「
非
参
議
　
正
三
位
　
左
京
大
夫
」
（
公
卿
補
任
）
、
時
に
六
十
六
歳
で
あ
る
。
範
綱
の
生
年
と
経
歴

が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
二
人
が
と
も
に
「
蔵
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
程
度
で
あ
る
。
歌
人
と
し
て
の
範
綱
に
注
目
す
る

と
、
彼
は
和
歌
六
人
党
の
一
人
藤
原
範
永
の
、
清
家
、
永
雅
、
範
綱
と
続
く
四
世
の
孫
で
あ
る
。
範
永
に
つ
い
て
は
、
顕
輔
男
清
輔
の

『
袋
草
紙
』
に
頻
出
す
る
。
長
元
六
年
（
一
〇
三
三
）
に
白
河
院
で
行
な
わ
れ
た
子
日
の
行
事
に
彼
は
歌
会
の
雑
事
に
奉
仕
す
る
だ
け

で
歌
人
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
清
輔
が
疑
問
に
感
じ
た
話
（
七
七
段
）
、
彼
の
若
か
っ
た
折
の
「
遍
照
寺
に
お
い
て
月
を
詠
じ
た
」

歌
を
公
任
が
絶
賛
し
た
話
（
八
一
）
、
周
防
内
侍
が
、
清
家
男
の
新
蔵
人
水
実
が
範
永
の
孫
で
あ
る
の
で
歌
の
力
量
を
試
し
て
み
た
と

こ
ろ
、
見
事
に
応
え
た
話
（
二
二
）
、
そ
し
て
『
後
撰
集
』
の
証
本
「
青
表
紙
本
」
を
所
持
し
て
い
た
話
（
五
六
）
な
ど
諸
事
に
わ

た
っ
て
見
ら
れ
る
が
、
何
よ
り
も
清
輔
に
と
っ
て
は
六
人
党
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
う
（
八
八
）
。
顕
輔
も
当
然
範
永

に
一
目
置
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
清
家
は
『
愛
拾
遺
集
』
春
上
に
の
み
一
首
入
集
す
る
だ
け
で
あ
る
。
清
家
男
水
実
は
前
述
『
袋
草

紙
』
に
逸
話
が
見
ら
れ
る
他
、
『
金
葉
集
』
『
詞
花
集
』
に
四
首
ほ
ど
採
ら
れ
て
い
る
。

　
当
の
範
綱
に
つ
い
て
は
、
歌
語
へ
の
関
心
の
深
さ
が
窺
え
る
。
『
無
名
抄
』
に
、

　
　
浪
の
名
は
あ
ま
た
あ
り
。
範
綱
入
道
が
い
ひ
け
る
と
て
人
の
語
り
し
は
、
「
『
を
な
み
』
『
さ
な
み
』
『
さ
㌧
ら
な
み
』
『
は
ら
の
て

　
　
こ
し
』
『
は
ま
な
ら
し
』
と
い
ふ
。
皆
小
波
の
名
な
り
」
と
い
ひ
け
り
。
い
か
な
る
を
し
か
い
ふ
と
は
、
分
き
て
い
は
ざ
り
け
り

と
あ
る
。
実
作
面
に
お
い
で
は
『
千
載
集
』
が
勅
撰
集
で
の
初
出
で
あ
り
（
二
首
）
、
う
ち
一
首
は
前
述
の
『
重
家
朝
臣
家
歌
合
』
で

の
詠
。
実
は
顕
輔
は
『
詞
花
集
』
に
次
の
一
首
を
入
集
さ
せ
た
が
、
初
奏
時
に
崇
徳
院
の
判
断
で
被
除
歌
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
左
衛
門
督
家
成
が
家
に
歌
合
し
侍
り
け
る
に
よ
め
る
　
　
　
　
藤
原
範
綱
依
御
定
止
了

　
醐
す
み
よ
し
の
あ
さ
ざ
は
を
の
の
わ
す
れ
み
づ
た
え
だ
え
な
ら
で
あ
ふ
よ
し
も
が
な

　
清
輔
撰
の
『
続
詞
花
集
』
に
は
『
千
載
集
』
入
集
歌
の
一
首
を
含
む
四
首
採
ら
れ
て
お
り
、
父
子
と
も
に
範
綱
を
評
価
し
て
い
た
こ

藤
原
顕
輔
の
最
晩
年
の
詠
歌
一
首

七



八

と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　
叙
上
の
ご
と
く
、
人
間
関
係
等
も
含
め
て
詞
書
自
本
に
何
ら
不
審
な
点
は
な
く
、

春
日
祭
の
こ
と
と
特
定
で
き
よ
う
。

『
兵
範
記
』
と
の
照
合
に
よ
り
仁
平
四
年
正
月
の

三

　
こ
こ
で
は
、
『
顕
輔
集
」
の
排
列
に
よ
っ
て
当
該
記
事
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

　
井
上
氏
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
そ
の
排
列
を
、

　
　
而
し
て
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
百
四
十
六
首
は
ほ
ぼ
編
年
的
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
僅
か
に
年
時
前
後
し
た
所
も
あ
る

　
　
が
、
詞
書
中
の
人
物
の
官
位
は
、
前
後
の
詞
書
の
事
実
か
ら
勘
案
し
て
も
、
そ
の
当
時
の
も
の
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。
詞

　
　
書
中
の
過
去
の
助
動
詞
も
大
体
「
き
」
で
統
一
さ
れ
て
お
り
、
顕
輔
の
手
許
の
歌
稿
や
詠
草
が
基
に
な
っ
て
取
捨
配
列
さ
れ
た
も

　
　
の
で
あ
ろ
う
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
従
っ
て
当
該
歌
に
近
く
置
か
れ
て
お
り
、
お
お
よ
そ
の
詠
作
年
時
が
分
か
る
歌
に
限
っ
て
そ
の
排

列
を
調
べ
て
い
こ
う
。
ま
ず
二
二
四
番
歌
に
つ
い
て
、

　
　
　
康
治
元
年
（
注
、
一
一
四
二
）
十
月
三
日

　
　
　
摂
政
殿
、
舎
利
講
之
次
に
ふ
み
つ
く
ら
せ
給
ひ
て
、
願
成
仏
道
の
心
を
被
講
に
、
歌
も
あ
る
べ
し
、
と
て
め
し
あ
り
し
か
ば
参

　
　
　
り
て

　
…
…
い
か
で
わ
れ
こ
こ
ろ
の
月
を
あ
ら
は
し
て
や
み
に
ま
ど
へ
る
人
を
て
ら
さ
ん

と
あ
り
、
康
治
元
年
の
摂
政
殿
は
藤
原
忠
通
で
あ
る
。
こ
の
舎
利
講
は
他
の
資
料
に
見
出
せ
な
い
の
で
、
こ
の
年
時
に
催
さ
れ
た
と
し

て
お
く
。
当
歌
は
『
詞
花
集
』
雑
下
に
詞
書
な
し
で
入
っ
て
お
り
、
そ
の
前
歌
に
、
．

　
　
　
舎
利
講
の
っ
い
で
に
願
成
仏
道
の
心
を
人
人
に
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
よ
み
侍
り
け
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
白
前
太
政
大
臣

　
蝸
よ
そ
に
な
ど
ほ
と
け
の
み
ち
を
た
づ
ぬ
ら
ん
わ
が
心
こ
そ
し
る
べ
な
り
け
れ

と
し
て
『
顕
輔
集
』
に
は
見
ら
れ
な
い
忠
通
詠
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
二
二
六
番
歌
は
、

　
　
　
月
照
菊
花
と
い
ふ
事
を
新
院
の
よ
ま
せ
た
ま
ひ
し
に

　
蝸
い
く
へ
と
か
ま
が
き
の
き
く
を
お
も
は
ま
し
こ
よ
ひ
の
月
の
な
べ
て
な
り
せ
ば

で
あ
り
、
こ
の
歌
会
の
主
催
者
新
院
（
崇
徳
院
）
の
詠
が
『
詞
花
集
』
秋
に
採
り
入
れ
ら
れ
る
。

　
　
　
九
月
十
三
夜
に
月
照
菊
花
と
い
ふ
こ
と
を
よ
ま
せ
給
け
る
　
　
新
院
御
製

　
㎜
あ
き
ふ
か
み
は
な
に
は
き
く
の
せ
き
な
れ
ば
し
た
ば
に
月
も
も
り
あ
か
し
け
り

　
こ
れ
以
外
に
も
同
じ
歌
会
の
も
の
と
思
わ
れ
る
藤
原
俊
成
、
同
公
行
、
同
公
通
、
同
公
重
の
歌
が
諸
歌
集
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

出
席
者
の
う
ち
、
も
っ
と
も
早
く
亡
く
な
っ
た
公
行
の
没
年
が
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
六
月
二
十
二
日
で
あ
り
、
こ
の
会
は
そ
の
前

年
以
前
の
九
月
士
二
日
夜
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
二
二
四
番
歌
と
の
排
列
関
係
は
、
幅
が
広
く
て
大
雑
把
な
と
こ
ろ
し
か
分
か
ら
な

い
が
、
ほ
ぼ
年
代
順
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
次
い
で
二
二
九
番
歌
を
み
よ
う
。

　
　
　
右
兵
衛
督
家
成
卿
東
山
に
て
、
山
家
初
雪
と
い
ふ
事
を
よ
み
し
に

　
鵬
さ
よ
ふ
け
て
か
け
ひ
の
水
の
と
ま
り
し
に
こ
こ
ろ
は
え
て
き
け
さ
の
は
っ
ゆ
き

　
家
成
（
家
保
男
、
顕
輔
甥
）
の
「
右
兵
衛
督
」
在
任
は
保
延
二
年
（
一
二
二
六
）
十
一
月
四
日
か
ら
同
七
年
一
月
二
十
八
日
ま
で

（
『
公
卿
補
任
』
尻
付
）
で
あ
り
、
二
二
四
番
歌
以
前
の
こ
と
と
な
る
。
こ
の
箇
所
を
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
底
本
で
あ
る
宮
内
庁
書
陵

部
本
（
一
五
〇
竃
七
四
〇
）
で
検
す
る
と
、
「
右
衛
門
督
」
と
あ
り
（
同
じ
本
を
使
用
す
る
『
私
家
集
大
成
』
本
も
こ
の
本
文
）
、
諸
本

も
全
く
異
同
が
な
い
の
で
「
右
衛
門
督
」
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
職
に
は
「
右
兵
衛
督
」
に
次
い
で
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
久
安
六

年
（
一
一
五
〇
）
八
月
二
十
九
日
ま
で
九
年
間
勤
め
て
い
る
。
久
安
三
年
以
前
の
こ
と
と
さ
れ
る
二
二
六
番
歌
と
の
年
次
関
係
は
明
確

藤
原
顕
輔
の
最
晩
年
の
詠
歌
一
首

九



一
〇

で
は
な
い
が
、
排
列
が
確
実
に
お
か
し
い
と
い
う
の
で
は
少
な
く
と
も
な
い
。
甥
に
関
す
る
事
柄
な
の
で
、
し
か
る
べ
き
所
に
置
か
れ

て
い
る
と
し
て
お
き
た
い
。

　
一
四
二
、
三
番
歌
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
九
月
士
二
夜
、
九
条
殿
に
て
女
院
御
堂
に
て
和
歌
あ
り
し
に
、
い
た
は
る
事
あ
り
て
え
ま
ゐ
ら
ぬ
を
、
と
の
よ
り
せ
め
て
お
ほ

　
　
　
せ
ら
る
れ
ば
、
は
ふ
は
ふ
ま
ゐ
り
て
、
月
、
恋
、
ま
た
も
あ
り
し
か
ど
お
ぼ
え
ず

　
㎜
く
れ
の
あ
き
月
の
す
が
た
は
た
え
ね
ど
も
ひ
か
り
は
そ
ら
に
み
ち
に
け
る
か
な

　
㎎
人
ま
ね
の
こ
ひ
に
ぞ
老
は
わ
す
れ
ぬ
る
む
か
し
の
こ
こ
ろ
い
ま
だ
あ
り
け
り

　
和
歌
会
に
顕
輔
は
出
席
で
き
る
身
体
で
な
か
っ
た
が
、
殿
か
ら
の
た
っ
て
の
要
望
に
よ
り
ほ
う
ほ
う
の
態
で
参
上
し
て
歌
を
詠
ん
だ

と
い
う
。
年
代
を
特
定
す
る
た
め
に
「
九
条
殿
」
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
建
物
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
諸
資
料
に
徴
し
て
み
る
に
、

ま
ず
『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
三
月
十
一
日
条
に
、
，

　
　
今
タ
、
九
条
殿
御
移
渉
也
、
季
兼
朝
臣
奉
行
作
事
、
庇
御
車
、
殿
下
御
冠
直
衣
、
北
政
行
御
同
車
（
中
略
）
着
御
新
宅
之
後
、
供

　
　
五
菓

と
あ
る
。
こ
の
「
九
条
殿
」
は
人
物
名
か
建
物
名
か
分
明
で
は
な
い
が
、
同
じ
記
事
を
載
せ
る
『
山
椀
記
』
同
日
条
に
、

　
　
雨
降
、
今
夜
関
白
殿
始
令
渡
九
条
殿
給
、
件
儀
唐
車
、
北
政
所
同
車

と
見
え
て
お
り
、
建
物
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
「
関
白
殿
」
藤
原
忠
通
が
北
政
所
（
宗
子
）
と
同
車
し
て
九
条
殿
に
初
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別

渡
っ
た
と
い
う
。
「
移
渉
」
は
特
に
日
記
や
記
録
類
で
は
新
居
に
移
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
九
条
殿
」
の
記
事
は
仁
平

二
年
三
月
以
前
に
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
以
後
な
ら
ば
た
と
え
ば
『
兵
範
記
』
の
九
月
十
二
日
、
十
四
日
、
十
八
日
条
な
ど
に
「
参

九
条
殿
」
「
渡
御
九
条
殿
」
な
ど
と
急
に
多
く
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
四
二
、
三
番
歌
の
「
九
条
殿
」
も
建
物
と
断
じ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

　
歌
会
が
行
な
わ
れ
た
「
女
院
御
堂
」
に
っ
い
て
、
「
女
院
」
は
忠
通
女
聖
子
（
母
宗
子
は
顕
輔
姪
）
で
あ
り
、
久
安
六
年
（
一
一
五

〇
）
二
月
二
十
七
日
に
皇
嘉
門
院
の
院
号
を
宣
下
さ
れ
て
い
る
。
「
女
院
」
が
そ
の
時
点
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
こ
の



記
事
は
九
条
殿
完
成
の
仁
平
二
年
三
月
十
一
日
以
降
の
こ
と
と
ま
ず
大
雑
把
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
台
記
』
の
仁

平
四
年
（
久
寿
元
年
）
九
月
十
三
日
条
に
「
新
院
、
有
二
詩
歌
興
ニ
ム
々
」
と
あ
り
、
九
条
殿
で
の
歌
会
と
新
院
主
催
の
も
の
が
同
じ

日
に
重
な
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
顕
輔
入
滅
が
久
寿
二
年
五
月
七
日
で
あ
る
の
で
、
こ
の
歌
会
は
仁
平
二
、
三
年
の
ど
ち
ら
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
後
の
「
九
条
殿
」
の
動
静
を
窺
う
と
、
『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
三
月
十
九
日
条
に
、

　
　
今
夕
、
皇
嘉
門
院
御
幸
九
条
殿
、
為
吉
　
之
上
御
方
違
云
々

と
あ
り
、
方
違
に
来
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
以
降
も
た
と
え
ば
同
じ
く
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
十
一
旦
二
日
条
に
、

　
　
次
女
院
御
幸
九
条
殿
、
日
次
無
揮
之
上
、
依
定
例
出
御
也
、
殿
下
自
九
条
殿
、
渡
御
御
厘
殿
宿
所

翌
四
日
条
に
、

　
　
今
朝
、
皇
嘉
門
院
還
御
法
性
寺
殿
、
当
日
御
彼
殿
也

と
見
え
、
女
院
が
時
々
こ
こ
に
行
幸
し
、
普
段
は
法
性
寺
殿
に
住
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と
、
お
よ
び
忠
通
が
こ
の
時
は
当
邸
に
居
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
歌
会
が
催
行
さ
れ
た
「
女
院
御
堂
」
は
女
院
の
本
邸
で
は
な
い
第
宅
に
御
堂
が
建
立
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
当
の
一
四
四
番
歌
の
次
に
は
、

　
　
　
老
の
病
日
に
そ
へ
て
よ
ろ
づ
も
お
ぼ
え
ね
ど
、
南
お
も
て
の
花
さ
か
り
な
り
と
き
き
て
、
例
の
事
な
れ
ば
、
人
人
に
案
内
し
て

　
　
　
花
宴
せ
し
に

　
蝸
い
の
ち
あ
れ
ば
お
ほ
く
の
あ
き
に
な
り
ぬ
れ
ど
こ
と
し
ば
か
り
の
は
な
は
み
ざ
り
っ

が
あ
り
、
重
い
老
病
を
押
し
て
花
宴
を
催
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
後
に
『
続
古
今
集
』
春
下
に
、

　
　
　
久
寿
二
年
二
月
人
麿
影
を
清
輔
朝
臣
に
っ
た
へ
け
る
時
、
花
下
言
志
と
い
ふ
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
京
大
夫
顕
輔

　
皿
い
の
ち
あ
れ
ば
お
ほ
く
の
あ
き
に
あ
ひ
ぬ
れ
ど
こ
と
し
ば
か
り
の
は
な
は
み
ざ
り
っ

藤
原
顕
輔
の
最
晩
年
の
詠
歌
一
首



一
二

と
入
集
す
る
が
、
詞
書
が
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
違
っ
て
お
り
、
歌
詞
も
異
同
が
あ
る
。
な
お
、
『
顕
輔
集
』
の
第
二
句
は
正
し

　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
⑧

く
は
「
お
ほ
く
の
は
る
に
」
で
は
な
い
か
。
底
本
は
「
あ
き
」
の
傍
に
「
本
マ
・
」
と
注
し
、
諸
本
の
大
部
分
は
「
あ
き
」
で
あ
る
が
。

　
こ
れ
に
続
い
て
、
花
を
惜
し
む
翌
日
の
歌
（
後
述
）
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
に
「
こ
の
の
ち
病
お
も
く
な
り
て
、
五
月
七
日
な
ん
か

く
れ
侍
り
に
け
る
」
と
左
注
が
付
さ
れ
て
『
顕
輔
集
』
は
終
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
詠
作
年
時
を
ほ
ぼ
特
定
で
き
る
歌
を
検
討
し
て
き
た
が
、
特
に
当
該
歌
の
前
後
を
み
る
と
、
一
四
二
、
三
番
歌
が
仁

平
二
年
（
二
五
二
）
か
三
年
の
九
月
士
二
日
、
一
四
五
、
六
番
歌
が
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
二
月
の
こ
と
で
あ
り
、
仁
平
四
年
正

月
と
一
四
四
番
歌
を
推
定
し
て
お
い
た
こ
と
は
排
列
の
上
か
ら
も
不
審
は
な
い
生
言
え
る
。

四

　
年
時
の
特
定
と
い
う
視
点
で
論
じ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
排
列
を
尊
重
し
て
当
該
歌
の
前
後
を
み
よ
う
。

　
直
前
の
一
四
二
、
三
番
歌
の
詠
ま
れ
た
折
の
病
態
は
か
な
り
深
刻
で
「
は
ふ
は
ふ
ま
ゐ
」
っ
て
、
「
月
」
「
恋
」
を
詠
む
だ
け
で
精
一

杯
、
「
ま
た
も
あ
り
し
か
ど
お
ぼ
え
ず
」
で
あ
っ
た
。
顕
輔
の
境
状
を
う
か
が
い
う
る
文
章
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
好
転
す
る
こ

と
も
な
く
「
老
の
病
日
に
そ
へ
て
よ
ろ
づ
も
お
ぼ
え
ね
」
（
一
四
五
番
）
で
あ
り
、
そ
し
て
一
四
六
番
歌
に
は
、

　
　
　
こ
の
花
っ
ね
よ
り
も
め
で
た
か
り
し
を
わ
す
れ
が
た
け
れ
ど
、
昨
日
の
な
ご
り
に
み
だ
り
心
ち
ま
さ
り
て
、
さ
し
い
づ
べ
く
も

　
　
　
お
ぼ
え
ざ
り
し
か
ば
、
人
し
て
を
り
に
や
り
て
見
る
に
っ
け
て

　
蝸
か
ば
か
り
の
花
の
に
ほ
ひ
を
お
き
な
が
ら
又
も
見
ざ
ら
ん
事
ぞ
か
な
し
き

と
翌
日
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
昨
日
の
「
南
お
も
て
の
花
」
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
外
出
も
で
き
な
い
の
で
人
を
遣
っ
て
折
っ
て
こ
さ
せ
た

と
い
う
。
こ
の
の
ち
、
お
よ
そ
三
ケ
月
後
の
久
寿
二
年
五
月
に
六
十
七
歳
（
六
十
六
歳
と
も
）
で
没
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ハ
康
状

態
の
折
で
あ
ろ
う
か
、
『
兵
範
記
』
の
久
寿
二
年
正
月
三
日
条
に
、

　
　
次
参
皇
嘉
門
院
、
（
中
略
）
別
当
左
京
大
夫
顕
輔
卿
、
立
向
権
大
納
言
、
小
揖
昇
、
自
中
門
廊
車
寄
戸
参
進
南
面
廉
前
、
奏
聞
之



と
皇
嘉
門
院
聖
子
へ
の
拝
礼
に
は
出
向
い
て
い
る
。
こ
れ
は
女
院
別
当
の
立
場
上
無
理
を
し
て
の
奉
仕
で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
よ
い

の
か
も
し
れ
な
い
◎

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
当
該
歌
は
何
も
そ
の
よ
う
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
健
康
状
態
が
か
な
り
悪
か
っ
た
折
の
こ
と
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
一
」
う
い
う
状
況
の
も
と
、
顕
輔
を
春
日
祭
使
発
遣
の
見
物
に
駆
り
立
て
た
の
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
春
日
神
社
は
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
り
、
二
月
と
十
一
月
に
行
な
わ
れ
る
祭
の
、
特
に
祭
使
発
遣
と
還
立
の
日
は
都
に
住
む
藤

原
氏
に
と
っ
て
は
大
切
な
行
事
で
あ
っ
た
。
顕
輔
と
春
日
神
社
の
関
わ
り
に
っ
い
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
『
顕
輔
集
』
に
、

　
　
　
冬
の
春
日
祭
に
奉
幣
す
と
て
、
身
の
し
づ
み
ゐ
る
事
を
お
も
ひ
て
、
御
幣
に
か
き
つ
け
し

　
5
0
か
れ
は
っ
る
ふ
ぢ
の
す
ゑ
ば
の
か
な
し
き
は
た
だ
春
の
日
を
た
の
む
ば
か
り
ぞ

　
ほ
ぼ
同
じ
詞
書
で
顕
輔
は
『
詞
花
集
』
雑
上
に
採
り
入
れ
る
。
『
顕
輔
集
』
の
排
列
か
ら
も
早
い
時
期
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
井
上
宗

雄
氏
は
こ
れ
を
大
治
三
年
（
二
二
八
）
か
と
し
（
顕
輔
三
十
九
歳
）
、
前
年
こ
ろ
に
人
の
譲
言
に
よ
っ
て
白
河
法
皇
の
勘
気
を
蒙
っ

て
い
た
こ
と
を
い
う
と
思
量
し
て
い
る
（
前
掲
書
）
。
『
顕
輔
集
』
に
は
こ
れ
以
前
に
も
、

　
　
　
し
ら
ぬ
事
を
人
の
ま
う
せ
る
に
よ
り
て
、
白
河
院
の
御
か
し
こ
ま
り
な
る
こ
ろ
、
唐
鏡
の
一
尺
ば
か
り
な
る
を
北
野
に
た
て
ま

　
　
　
つ
る
と
て
か
き
つ
け
し

　
3
9
身
を
つ
み
て
て
ら
し
を
さ
め
よ
ま
す
か
が
み
た
が
い
つ
は
り
も
く
も
り
あ
ら
す
な

　
　
　
　
そ
の
事
の
あ
ら
は
れ
に
し
こ
そ
、
世
の
す
ゑ
と
も
な
く
あ
は
れ
な
り
し
か

と
北
野
神
社
に
唐
鏡
を
奉
納
し
て
願
掛
け
を
し
た
り
、

　
　
　
み
の
う
れ
へ
あ
る
．
こ
ろ
、
か
も
に
ま
ゐ
り
て

　
4
2
わ
が
た
の
む
か
も
の
か
は
な
み
た
ち
か
へ
り
う
れ
し
き
せ
ぜ
に
あ
ふ
よ
し
も
が
な

と
賀
茂
神
社
に
参
詣
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
井
上
氏
の
指
摘
に
は
な
い
が
、

　
　
　
こ
も
り
ゐ
た
り
し
こ
ろ
、
月
の
あ
か
き
夜
、
平
等
院
僧
正
の
許
に
た
て
ま
っ
り
し

　
4
9
身
を
っ
め
ば
た
な
び
く
く
も
も
な
き
そ
ら
に
こ
こ
ろ
ぼ
そ
く
も
す
め
る
月
か
な

藤
原
顕
輔
の
最
晩
年
の
詠
歌
一
首

二
二



一
四

も
同
じ
時
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
井
上
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
当
歌
を
含
む
こ
れ
ら
が
一
連
の
も
の
と
す
れ
ば
、
顕
輔
に
と
っ
て
か

な
り
深
刻
な
事
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
三
九
番
歌
の
左
注
（
井
上
氏
は
後
の
付
加
と
す
る
）
や
『
袋
草
紙
」
が
三
九
番
歌
を
上
げ
た

あ
と
に
「
其
ノ
後
、
無
実
露
顕
ス
ト
云
々
。
難
ユ
末
代
↓
無
｝
陵
遅
一
事
也
」
と
述
べ
る
よ
う
に
最
後
に
は
無
実
が
は
っ
き
り
す
る
の

で
あ
る
。
そ
の
後
、
大
治
五
年
二
月
二
十
一
日
中
宮
亮
に
な
り
、
八
月
二
士
二
日
に
還
昇
し
て
い
る
（
公
卿
補
任
、
中
右
記
）
。
『
顕
輔

集
』
の
排
列
に
従
え
ば
、
氏
神
へ
の
願
掛
け
は
北
野
、
賀
茂
両
社
に
次
い
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
結
果
と
し
て
功
を
奏
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
翌
々
年
の
長
承
元
年
十
一
月
三
日
の
春
日
祭
に
病
気
の
近
衛
中
将
藤
原
実
衡
に
代
っ
て
中
宮
の
使

を
亮
顕
輔
が
務
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
春
日
神
社
は
昔
日
の
思
い
出
と
し
て
今
に
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
は
、

『
兵
範
記
』
に
よ
れ
ば
清
輔
が
こ
の
時
に
参
列
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
十
日
の
発
遣
日
の
「
公
卿
以
下
前
駈
人
々
」
の
中
に
、
ま

ず
「
先
内
殿
上
人
廿
七
人
」
と
し
て
名
前
が
列
挙
さ
れ
、
次
い
で
「
次
院
殿
上
人
皿
川
九
人
、
ポ
搬
グ
噺
鵬
ポ
鮪
堀
雛
ポ
た
」
と
あ
る
一
人
と
し

て
「
新
院
散
位
清
輔
」
が
見
ら
れ
る
。
祭
使
の
前
駆
は
清
輔
に
と
っ
て
初
め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
。
少
し
前
の
正
月
五
日
に
「
叙
位
儀
」

が
あ
っ
て
「
正
五
位
下
藤
原
清
輔
、
新
院
御
給
」
と
見
え
（
兵
範
記
）
、
昇
階
は
叶
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
ご
と
く
「
散
位
」

だ
っ
た
と
分
か
る
。
実
は
、
こ
の
昇
階
に
っ
い
て
も
な
か
な
か
願
い
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
く
、
『
清
輔
集
』
に
、

　
　
　
讃
岐
院
に
加
階
の
ぞ
み
申
す
こ
と
侍
り
け
る
が
、
二
と
せ
三
と
せ
過
ぎ
に
け
れ
ば
、
し
は
す
の
廿
日
あ
ま
り
の
比
ほ
ひ
、
よ
み

　
　
　
て
奉
り
け
る

　
蝸
く
ら
ゐ
山
谷
の
鶯
人
し
れ
ず
ね
の
み
な
か
る
る
春
を
ま
つ
か
な

　
　
　
　
此
こ
と
鳥
羽
院
に
ま
う
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
歌
の
あ
は
れ
に
と
て
た
ま
は
り
に
け
り

と
あ
り
、
同
じ
話
が
『
袋
草
紙
』
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
文
に
「
次
二
新
院
二
奏
〃
テ
歌
ヲ
叙
ユ
ラ
ル
正
五
下
一
，
」
と
記
さ
れ
る
の
が

こ
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
事
ま
で
崇
徳
院
に
こ
こ
二
、
三
年
加
階
を
願
っ
て
い
た
が
、
難
渋
の
末
に
よ
う
や
く
認
め
ら
れ
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。
と
に
も
か
く
に
も
散
位
な
が
ら
も
正
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
喜
び
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
す
ぐ
後
に

前
駆
を
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
る
。



　
清
輔
に
と
っ
て
い
ま
一
っ
慶
事
が
あ
っ
た
。
清
綱
の
箇
所
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
二
月
二
日
の
還
立
の
記
事
に
続
い
て
「
春
日
詣
前

駈
人
々
装
東
目
録
」
が
上
が
る
が
、
そ
こ
に
清
輔
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
・

　
　
清
輔
　
左
京
大
夫
大
夫
　
鯨
顯
翻
艶
鏑
餓
ぷ
旗
艶
奉

正
月
一
二
十
日
ま
で
短
く
と
も
五
年
問
散
位
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
日
に
は
職
に
就
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
左
京
大
夫
大
夫
」
は
同
じ

「
装
束
目
録
」
に
見
え
る
長
重
の
「
右
京
大
夫
蔵
人
大
夫
」
の
よ
う
に
某
大
夫
を
兼
ね
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
い
ま
は
「
大
夫
」

を
桁
字
と
見
な
し
て
お
く
。
清
輔
の
よ
う
な
こ
と
が
こ
の
時
に
は
多
く
の
人
に
見
出
さ
れ
、
人
名
と
任
ぜ
ら
れ
た
職
名
を
示
せ
ば
、

　
　
長
雅
⊥
兄
大
夫
　
政
業
－
紀
伊
大
進
　
清
雅
－
甲
斐
判
官
代
　
盛
憲
－
式
部
大
夫
　
長
重
－
右
京
大
夫
蔵
人
大
夫
　
通
能
－
式
部

　
　
大
夫
　
光
兼
i
筑
前
蔵
人
大
夫
　
為
範
－
阿
波
式
部
大
夫

で
あ
る
。
前
駆
の
労
に
よ
り
祭
当
日
に
で
も
任
ぜ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
清
輔
の
「
左
京
大
夫
」
は
当
時
の
顕
輔
が
長
年
に
わ
た
っ

て
就
い
て
お
り
、
こ
の
定
員
は
一
人
で
あ
る
の
で
、
老
病
の
父
の
あ
と
を
襲
わ
せ
る
た
め
に
図
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
時
に
清

輔
五
十
一
歳
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
く
れ
ば
、
顕
輔
は
清
輔
が
あ
ら
か
じ
め
左
京
大
夫
に
就
く
こ
と
を
知
り
、
こ
の
慶
事
重
な
る
祭
見
物
に
、
し
か

も
今
生
の
最
後
と
い
う
思
い
で
病
を
押
し
て
ま
で
出
掛
け
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
量
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
清
綱
の
晴
れ
姿
に
接

し
、
昂
揚
し
た
気
分
の
ま
ま
に
翌
日
あ
の
よ
う
な
歌
を
送
っ
た
と
い
う
の
が
真
相
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

　
一
四
四
番
歌
が
詠
ま
れ
た
背
景
や
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
清
輔
の
こ
と
に
全
く
触
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ

な
の
か
。
こ
れ
に
関
わ
っ
て
言
え
ば
、
一
四
五
番
歌
は
『
続
古
今
集
』
で
は
人
麿
影
を
清
輔
に
譲
っ
た
折
の
歌
と
す
る
が
、
こ
れ
も

『
顕
輔
集
』
に
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
特
に
、
こ
の
こ
と
は
『
古
今
著
聞
集
』
巻
五
に
、

　
　
（
顕
季
ハ
）
顕
季
卿
の
一
男
中
納
言
長
実
卿
、
二
男
参
議
家
保
卿
、
こ
の
道
に
た
へ
ず
と
て
、
三
男
左
京
の
大
夫
顕
輔
卿
に
（
人

藤
原
顕
輔
の
最
晩
年
の
詠
歌
一
首

一
五



一
六

　
　
麿
影
ヲ
）
ゆ
づ
り
け
り

と
見
ら
れ
る
ご
と
く
歌
道
家
に
と
っ
て
は
重
大
事
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
父
子
は
し
ば
し
ば
反
目
し
た
が
、
清
輔
の
歌
才
を
認

め
た
顕
輔
は
伝
え
ら
れ
た
宝
物
を
与
え
て
歌
道
を
託
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
は
、
顕
輔
自
身
の
話
な
ら
ば
ま
だ
し
も
、
い
く
ら
顕
輔
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は
一
般
的
に
は
身
内

の
あ
ま
り
に
も
個
人
的
に
過
ぎ
る
事
柄
だ
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
清
輔
と
の
確
執
ゆ
え
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。
そ
し
て
、
一
四
四
番
歌
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
老
齢
の
身
で
し
か
も
病
を
押
し
て
ま
で
息
子
の
姿
を
見
に
出
掛
け
た
恥
ず
か
し
さ

や
照
れ
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
る
。

　
叙
上
の
こ
と
は
、
こ
の
両
詠
が
顕
輔
の
詠
草
そ
の
も
の
で
あ
る
の
を
明
ら
め
て
い
る
だ
ろ
う
。
別
人
の
手
が
入
っ
た
場
合
は
い
ま
問

題
に
し
た
点
が
必
ず
や
添
加
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
顕
輔
集
』
最
後
の
あ
た
り
は
彼
の
息
遣
い
さ
え
窺
う

こ
と
が
で
き
、
こ
う
断
じ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
『
顕
輔
集
』
の
編
者
は
少
し
の
左
注
を
除
け
ば
歌
稿
に
ほ
と
ん
ど
手
を
加
え
ず
、
そ
の
取
捨
選
択
や
排
列
に
っ
い
て
も
最
低
限
の
こ

と
し
か
せ
ず
に
成
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注
ω
松
野
陽
一
氏
『
藤
原
俊
成
の
研
究
』

　
②
『
角
川
古
語
大
辞
典
』

　
㈹
拙
稿
「
『
袋
草
紙
』
の
本
文
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
－
貫
之
、

　
ω
井
上
氏
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
』

能
宣
の
求
子
歌
1
」
（
「
島
大
国
文
」
第
十
六
号
）

本
稿
の
引
用
は
、
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
。
歌
学
書
類
は
、
『
袖
中
抄
』
は
『
袖
中
抄
の
校
本
と
研
究
』
、

紙
考
証
』
、
『
和
歌
色
葉
』
は
「
日
本
歌
学
大
系
」
、
『
無
名
抄
』
は
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
を
用
い
た
。

『
袋
草
紙
』

は

『
袋
草


