
（ 17 ）

　
『
江
帥
集
』
は
、
平
安
後
期
、
後
三
条
・
白
河
・
堀
河
の
三
代
に
わ
た
っ
て

活
躍
し
た
儒
者
大
江
匡
房
の
家
集
で
あ
る
。
伝
本
は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵

本（
１
）と

そ
の
書
写
本
で
あ
る
書
陵
部
蔵
本
の
み
。
匡
房
の
家
集
と
し
て
は
、
他

に
有
吉
保
氏
蔵
『
匡
房
集
』
と
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
『
匡
房
卿
家
集
』
の

二
本
が
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
は
い
ず
れ
も
江
戸
期
成
立
の
他
撰
で
、
勅
撰
集
、

私
撰
集
、
類
題
集
等
か
ら
匡
房
歌
を
抽
出
し
て
成
立
し
た
集
で
あ
る（

２
）。

こ
れ

に
対
し
て
『
江
帥
集
』
は
源
泉
的
家
集
で
あ
り
、
現
存
す
る
集
は
自
撰
に
よ
る

も
の
に
他
撰
ら
し
い
部
分
を
加
え
て
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
。
儒
者
官
僚
と
し

て
大
江
氏
中
最
高
位
に
昇
っ
た
だ
け
で
な
く
、『
洛
陽
田
楽
記
』『
続
本
朝
往
生

伝
』『
江
家
次
第
』
等
の
多
数
の
著
作
で
も
知
ら
れ
る
匡
房
は
、
ま
た
源
経
信

と
並
ぶ
和
漢
兼
作
の
大
家
と
し
て
知
ら
れ
た
が
、
そ
の
歌
人
と
し
て
の
活
動
を

具
体
的
に
知
る
資
料
と
し
て
『
江
帥
集
』
は
貴
重
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
後

半
部
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
の
幾
つ
か
を
報
告
す
る
。

　
　
　

一
、
後
半
部
に
登
場
す
る
女
房
歌
人
た
ち

　
『
江
帥
集
』
は
、
全
五
二
三
首
。
有
吉
保
氏（

３
）及

び
竹
下
豊
氏（

４
）等

の
研
究
に
よ

り
、
前
半
部
（
三
七
四
番
ま
で
）
は
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
釈
教
・
慶
賀
・
羇
旅
・

離
別
・
哀
傷
・
恋
・
雑
に
整
然
と
分
類
、
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
前
半
部
の
末
尾
に
は
、
白
河
天
皇
大
嘗
会
和
歌
（
三
一
九

～
三
四
六
番
）
と
堀
河
天
皇
大
嘗
会
和
歌
（
三
四
七
～
三
七
四
番
）
が
置
か
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
後
半
部
は
、「
筑
紫
に
て
、
さ
月
ま
で
あ
め
ふ
ら
ぬ
に
」

の
詞
書
を
持
つ
三
七
五
番
か
ら
始
ま
り
、
折
々
の
詠
、
歌
合
の
歌
、
代
詠
の
歌
、

贈
答
等
が
続
く
。
詞
書
に
見
え
る
人
名
に
は
、「
左
京
大
夫
」（
四
四
四
番
。
源

顕
仲
）、「
左
○衛
歟

門
の
す
け
」（
四
八
五
番
。
藤
原
基
俊
）
等
、男
性
も
見
え
る
が
、

女
性
の
名
と
見
ら
れ
る
も
の
の
ほ
う
が
多
い
。
そ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
、
以
下
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の
通
り
で
あ
る
。
本
文
引
用
は
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
に
よ
る
が
、
適
宜
読

点
を
施
し
、
一
部
の
仮
名
に
漢
字
を
当
て
、
踊
り
字
を
仮
名
に
直
し
た
。

①
周
防
内
侍
…
生
没
年
未
詳
。
平
棟
仲
女
、
仲
子
。
正
五
位
下
掌
侍
。
後
冷

泉
・
後
三
条
・
白
河
・
堀
河
の
四
代
に
仕
え
た
と
さ
れ
る
。
寛
治
八
（
一

○
九
四
）
年
八
月
の
「
高
陽
院
七
番
歌
合
」、
康
和
四
（
一
一
○
二
）
年

五
月
の
「
堀
河
院
艶
書
合
」
等
に
出
詠
。『
後
拾
遺
集
』
以
下
の
勅
撰
集

に
十
二
首
入
集
。
家
集
『
周
防
内
侍
集
』
が
あ
る
。

【
Ａ
】　　

周
防
内
侍
、
尼
に
な
り
ぬ
と
聞
き
て
遣
は
し
た
る
に
、
よ
べ
亡
せ
さ

せ
給
ひ
に
き
と
ぞ
い
ひ
け
る

か
り
そ
め
の
憂
き
よ
の
闇
を
押
し
わ
け
て
う
ら
や
ま
し
く
も
出
づ
る
月
か

な 

（
四
四
五
）

【
Ｂ
】　　

周
防
内
侍
の
も
と
へ
遣
は
す

　
　

逢
坂
を
え
こ
そ
忘
れ
ね
年
ふ
れ
ど
瀬
田
の
長
橋
板
く
づ
る
ま
で（
四
五
○
）

　
　
　
　

又
内
侍
の
も
と
へ

　
　

神
の
よ
の
天
の
岩
橋
な
ら
な
く
に
い
か
に
か
す
べ
き
み
と
の
ま
ぐ
は
ひ

（
四
五
一
）

【
Ａ
】
は
、
周
防
内
侍
の
死
に
関
わ
る
歌
で
、
当
然
【
Ｂ
】
よ
り
も
後
の
詠
で

あ
ろ
う
が
、
こ
の
後
半
部
で
は
、
四
四
四
番
歌
か
ら
【
Ａ
】
を
含
め
た
四
四
九

番
歌
ま
で
が
人
の
死
に
関
わ
る
歌
が
並
ぶ
形
に
な
っ
て
お
り
（
四
四
六
番
か
ら

の
四
首
は
【
Ｆ
】
と
し
て
後
掲
）、
そ
の
た
め
に
こ
の
順
に
並
べ
ら
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。【
Ａ
】は
周
防
内
侍
の
死
去
に
関
わ
る
唯
一
の
資
料
と
な
っ
て
お
り
、

匡
房
は
天
永
二
（
一
一
一
一
）
年
十
一
月
五
日
に
没
し
て
い
る
か
ら
、
彼
女
の

死
は
そ
れ
以
前
と
な
る
。
ま
た
、【
Ｂ
】
四
五
一
番
歌
の
「
み
と
の
ま
ぐ
は
ひ
」

は
、
有
名
な
『
古
事
記
』
の
詞
で
あ
る
が
、
和
歌
に
お
け
る
用
例
は
院
政
期
に

の
み
見
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
『
俊
頼
髄
脳
』
に
一
首
見
え
る
ほ
か
、
同
時
代

の
藤
原
顕
季
と
、
や
や
後
の
藤
原
清
輔
も
一
首
ず
つ
詠
ん
で
い
る
が
、
匡
房
の

当
該
歌
は
女
性
に
贈
っ
た
歌
の
例
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
顕
季
と
清
輔
の
場
合

は
題
詠
歌
で
あ
る
。

②
六
条
院
の
堀
河
…
生
没
年
未
詳
。
右
大
臣
藤
原
俊
家
女
で
、
藤
原
基
俊
の
姉

妹
と
見
ら
れ
る
。郁
芳
門
院
媞
子
内
親
王（
白
河
院
皇
女
）に
仕
え
た
女
房
。

『
康
資
王
母
集
』『
郁
芳
門
院
安
芸
集
』
や
『
行
宗
集
』
に
も
登
場
す
る（

５
）。

【
Ｃ
】　　

六
条
院
の
堀
河
殿
の
、
集
作
ら
れ
た
り
け
る
を
、
ゆ
か
し
が
り
て
、

人
に
か
は
り
て

　
　

か
き
集つ

む
る
海
士
の
刈
る
て
ふ
藻
塩
草
い
か
で
か
歌
の
島
は
見
る
べ
き　

　
　
　
　

か
へ
し

　
　

浦
人
は
か
き
集つ

め
し
か
ど
藻
塩
草
そ
の
も
く
づ
を
ば
誰
か
た
づ
ね
ん

（
四
八
一
～
二
）

【
Ｃ
】
は
六
条
院
の
堀
河
が
家
集
を
編
ん
だ
こ
と
を
伝
え
る
唯
一
の
資
料
。
彼

女
の
兄
弟
の
基
俊
は
自
邸
で
作
文
会
や
歌
会
を
催
し
、
匡
房
も
作
文
会
に
参
加

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
四
八
五
番
歌
）。
そ
の
よ
う
な
縁
が
あ
る
た
め
、

誰
か
の
依
頼
で
、
堀
河
へ
の
問
い
合
わ
せ
の
贈
答
を
し
た
も
の
か
。

③
肥
後
…
生
没
年
未
詳
。
肥
前
守
藤
原
定
成
女
（
定
成
は
歌
人
実
方
の
孫
）。
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藤
原
実
宗
の
妻
。
初
め
関
白
師
実
に
仕
え
、
師
実
薨
去
後
に
白
河
院
皇
女

の
令
子
内
親
王
に
仕
え
た
。
実
宗
が
常
陸
介
と
な
る
と
「
常
陸
」
と
呼
ば

れ
た
。「
堀
河
院
艶
書
合
」
に
参
加
の
後
、「
堀
河
百
首
」「
永
久
百
首
」

の
歌
人
と
も
な
り
、
永
久
四
（
一
一
一
六
）
年
八
月
の
「
雲
居
寺
結
縁
経

後
宴
歌
合
」
ま
で
活
動
が
確
認
で
き
る
。『
金
葉
集
』
以
下
の
勅
撰
集
に

五
十
七
首
入
集
。
家
集
『
肥
後
集
』
が
あ
り
、そ
の
成
立
は
康
和
二
（
一
一

○
○
）
年
頃
。
姉
妹
に
、
六
条
院
大
進
（
永
久
百
首
歌
人
）、
神
祇
伯
源

顕
仲
の
母
ら
が
い
た
。

【
Ｄ
】　　

大
蔵
卿
に
て
あ
り
し
折
、
常
陸
に
き
り
も
の
当
た
り
て
、
こ
れ
ほ
か

に
、
な
ど
言
ひ
し
を
、
遠
江
に
き
り
か
へ
た
り
し
か
ば
、
う
れ
し
な

ど
言
ひ
て

　
　

つ
く
ば
山
ふ
か
く
う
れ
し
と
思
ふ
か
な
浜
名
の
橋
に
渡
す
心
を 

　
　
　
　

か
へ
し 

（
四
八
三
）

　
　

心
ざ
し
君
に
つ
く
ば
の
山
な
れ
ば
浜
名
の
橋
に
渡
す
と
を
知
れ （

四
八
四
）

こ
の
四
八
三
番
歌
に
は
作
者
名
が
な
い
が
、
次
の
資
料
に
よ
っ
て
肥
後
と
知
ら

れ
る
。

【
Ｅ
】　　

藤
原
実
宗
ひ
た
ち
の
介
に
侍
り
け
る
と
き
、
大
蔵
省
の
つ
か
ひ
ど
も

き
び
し
く
せ
め
け
れ
ば
、
卿
匡
房
に
言
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
、
遠
江
に

た
て
か
へ
て
侍
り
け
れ
ば
、
言
ひ
つ
か
は
し
け
る

太
皇
太
后
宮
肥
後

　
　

つ
く
ば
山
ふ
か
く
う
れ
し
と
思
ふ
か
な
浜
名
の
橋
に
渡
す
心
を

（
詞
花
和
歌
集
・
雑
下
、
三
七
三
）

肥
後
は
師
実
家
の
歌
詠
み
女
房
の
一
人
で
は
あ
っ
た
が
、「
高
陽
院
七
番
歌
合
」

の
歌
人
に
は
加
わ
れ
ず
、
令
子
内
親
王
家
女
房
と
な
っ
た
頃
に
「
堀
河
院
艶
書

合
」
で
晴
れ
の
場
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
は
弘
徽
殿
に
住
ん
だ
令
子
内

親
王
に
従
っ
て
内
裏
に
も
伺
候
し
て
、
堀
河
天
皇
を
囲
む
歌
人
ら
と
も
親
交
を

持
っ
た
こ
と
が
、『
散
木
奇
歌
集
』
や
勅
撰
入
集
歌
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る（

６
）。

匡

房
と
は
「
堀
河
百
首
」
の
仲
間
で
も
あ
り
、
そ
の
関
係
で
公
費
負
担
の
切
り
替

え
を
頼
み
、
匡
房
も
依
頼
に
応
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

④
京
極
の
大
二
（
大
弐
）

【
Ｆ
】　　

京
極
の
大
二
殿
の
も
と
よ
り
、
思
ふ
人
あ
ま
た
に
お
く
れ
た
る
に
、

と
は
せ
給
は
ぬ
を
う
ら
み
て

　
　

色
わ
か
ぬ
涙
を
さ
へ
や
そ
ぼ
ち
ま
し
と
ふ
べ
き
人
の
と
は
ぬ
な
り
せ
ば

　
　
　
　

か
へ
し

　
　

音
せ
ぬ
を
あ
は
れ
と
思
へ
あ
ふ
明
日
の
は
ち
す
の
上
の
露
の
身
な
れ
ば

　
　
　
　

又
大
二
の
も
と
よ
り

や
よ
い
か
に
す
べ
き
こ
の
世
ぞ
見
る
ま
ま
に
な
き
人
は
あ
り
あ
る
人
は
な

し

　
　
　
　

か
へ
し

　
　

世
の
中
の
は
か
な
き
ま
ま
に
数
ふ
れ
ば
な
き
人
多
く
な
り
に
け
る
か
な

（
四
四
六
～
九
）

⑤
京
極
の
摂
津
の
君
（
摂
津
殿
）

【
Ｇ
】　　

京
極
の
つ
の
君
の
も
と
へ
遣
は
す
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人
こ
ふ
る
思
ひ
に
た
え
ず
隠
れ
な
ば
谷
の
け
ぶ
り
と
な
り
こ
そ
は
せ
め　

　
　
　
　

か
へ
し

　
　

恋
ひ
す
と
も
誰
と
か
い
さ
や
し
ら
雲
の
う
は
の
空
な
る
煙
な
る
ら
ん

（
四
七
○
～
一
）

　
　
　
　

七
月
七
日
、
又
、
つ
ど
の
へ
遣
は
す

た
な
ば
た
も
逢
ふ
夜
に
な
り
ぬ
白
雲
の
天
の
羽
衣
い
か
で
重
ね
む　
　
　

知
ら
せ
ば
や
ま
れ
に
逢
ふ
夜
の
た
な
ば
た
に
朝
引
く
糸
の
絶
え
ぬ
思
ひ
を 

思
ふ
こ
と
た
だ
か
ば
か
り
も
し
ら
雲
の
天
の
河
原
に
立
ち
わ
た
ら
な
ん   

年
を
経
て
ま
れ
に
あ
ふ
夜
の
た
な
ば
た
を
う
ら
や
ま
し
く
も
恋
ひ
渡
る
哉

と
き
は
な
る
人
の
契
り
は
い
か
に
ぞ
や
わ
が
待
つ
さ
へ
ぞ
久
し
か
り
け
る

思
ひ
か
ね
も
と
の
す
み
か
を
来
て
見
れ
ば
心
あ
り
て
も
ふ
る
時
雨
か
な

寝
覚
め
つ
つ
忘
る
る
人
を
忘
れ
ぬ
は
あ
な
く
ち
を
し
の
わ
れ
が
心
や 

思
ひ
出
で
よ
草
の
枕
に
契
り
て
し
そ
の
言
の
葉
に
あ
き
風
ぞ
吹
く 

思
ひ
出
づ
や
草
の
枕
の
う
た
た
ね
に
契
り
し
こ
と
は
霜
枯
れ
に
け
り

（
四
七
二
～
四
八
○
）

【
Ｈ
】　　

卿
の
殿
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
三
七
日
ば
か
り
あ
り
て
、
京
極
の
つ

ど
の
の
も
と
よ
り
と
て
あ
る
ふ
み
を
見
れ
ば

　
　

い
づ
か
た
に
谷
の
煙
と
な
り
に
け
ん
あ
は
れ
ゆ
く
ゑ
も
な
く
ぞ
か
な
し
き

　
　
　
　

か
へ
し
、
三
位
殿

　
　

君
が
た
め
ふ
か
き
心
を
い
ひ
置
き
し
谷
の
け
ぶ
り
と
な
く
な
く
ぞ
見
し

（
四
九
二
～
三
）

　

④
「
京
極
の
大
弐
」
と
⑤
「
京
極
の
摂
津
殿
」
の
二
人
は
、と
も
に
「
京
極
」

を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
点
が
共
通
す
る
が
、
こ
の
「
京
極
」
と
は
、
時
代
か
ら
考

え
て
、「
京
極
の
大
殿
」
と
呼
ば
れ
た
藤
原
師
実
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

【
Ｉ
】　　

宇
治
前
太
政
大
臣
京
極
の
家
の
御
幸　
　

院
御
製

　
　

春
が
す
み
た
ち
か
へ
る
べ
き
空
ぞ
な
き
花
の
に
ほ
ひ
に
心
と
ま
り
て

（
金
葉
和
歌
集
・
春
、
三
五
）

【
Ｊ
】　　

京
極
の
家
に
て
十
種
供
養
し
侍
り
け
る
時
、
白
河
院
み
ゆ
き
せ
さ
せ

た
ま
ひ
て
、
又
の
日
、
歌
奉
ら
せ
給
ひ
け
る
に
よ
み
侍
り
け
る

京
極
前
太
政
大
臣

　
　

さ
く
ら
花
お
ほ
く
の
春
に
あ
ひ
ぬ
れ
ど
昨
日
け
ふ
を
や
た
め
し
に
は
せ
ん

（
千
載
和
歌
集
・
春
上
、
五
○
）

従
っ
て
、
ま
ず
は
師
実
家
女
房
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
森
本
元
子
氏
が
つ
と
に

「
京
極
の
摂
津
殿
」
を
令
子
内
親
王
家
女
房
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
示
し
て
い

る（
７
）。

但
し
森
本
氏
の
論
は
、【
Ｆ
】
中
の
「
大
二
」
の
「
二
」
の
字
が
、
当
時

唯
一
の
『
江
帥
集
』
写
本
で
あ
っ
た
書
陵
部
本
に
お
い
て
は
「
こ
」
と
も
読
め

る
字
形
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
大
二
」
は
「
ひ
こ
」
の
誤
写
で
あ
る
可
能
性

を
指
摘
し
て
、
摂
津
と
肥
後
な
ら
ば
令
子
内
親
王
家
女
房
で
あ
ろ
う
と
考
え
た

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
親
本
で
あ
る
冷
泉
家
本
で
は
「
大
二
」
と
し
か
読
め

な
い
の
で
、
こ
れ
は
肥
後
で
は
な
く
「
大
弐
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
時
代
に
活
躍
し
て
い
た
令
子
家
女
房
の
歌
人
の
一
人
に
、大
弐
も
い
る
。

結
果
的
に
、森
本
氏
の
指
摘
ど
お
り
「
京
極
の
摂
津
殿
」
及
び
「
京
極
の
大
弐
」

は
、
と
も
に
令
子
家
女
房
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
で
は
何
故
令
子
内
親

王
を
指
し
て
「
京
極
」
と
冠
し
た
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
栄

花
物
語
』の
記
述（

８
）や『

後
二
条
師
通
記
』『
殿
暦
』に
お
け
る
記
事
類
か
ら
見
て
、
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内
親
王
が
師
実
夫
妻
に
よ
っ
て
養
育
さ
れ
た
人
で
あ
り
、
摂
関
家
に
と
っ
て
は

養
女
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
判
断

を
踏
ま
え
て
④
「
摂
津
」
と
⑤
「
大
弐
」
に
つ
い
て
改
め
て
示
し
て
お
く
。

④
摂
津
…
生
没
年
未
詳
。
陸
奥
守
藤
原
実
宗
女
。「
高
陽
院
七
番
歌
合
」
を
初

め
、「
堀
河
院
艶
書
合
」、
元
永
元
（
一
一
一
八
）
年
十
月
と
同
二
年
七
月

の
「
内
大
臣
（
忠
通
）
家
歌
合
」
等
に
参
加
。『
金
葉
集
』
以
下
の
勅
撰

集
に
十
四
首
入
集
。
家
集
『
摂
津
集
』
が
あ
り
、
集
中
の
最
終
詠
は
、
康

和
二
（
一
一
〇
〇
）
年
頃（

９
）。

⑤
大
弐
…
生
没
年
未
詳
。
若
狭
守
藤
原
通
宗
女
。『
後
拾
遺
和
歌
集
』
撰
者
通

俊
の
姪
。
同
時
期
に
「
大
弐
」
と
呼
ば
れ
た
女
房
に
、「
内
の
大
弐
」「
女

院
（
郁
芳
門
院
）
の
大
弐
」「
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
宗
子
大
弐
」
と
複
数

い
る
が
、
そ
れ
ら
と
は
別
人
（
姉
妹
）
と
思
わ
れ
る（

10
）。『

金
葉
集
』
以
下

の
勅
撰
集
に
十
七
首
入
集
。
家
集
『
大
弐
集
』
が
あ
り
、
そ
の
成
立
は
長

治
二
（
一
一
○
五
）
年
春
頃
か（

11
）。

ま
た
、
同
集
に
よ
れ
ば
『
後
拾
遺
集
』

編
纂
に
協
力
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る（

12
）。

こ
の
二
人
の
う
ち
、
摂
津
は
斎
院
令
子
内
親
王
家
を
代
表
す
る
形
で
「
高
陽
院

七
番
歌
合
」
の
歌
人
に
な
っ
て
い
る
が
、匡
房
も
こ
の
歌
合
の
歌
人
で
あ
っ
た
。

【
Ｇ
】
の
一
連
の
恋
歌
は
、
匡
房
が
本
気
で
摂
津
に
恋
歌
を
送
っ
た
と
も
、
歌

人
同
士
の
遊
び
と
も
、
令
子
家
に
お
け
る
何
か
の
催
し
関
連
の
詠
作
と
も
、
可

能
性
と
し
て
は
様
々
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
【
Ｈ
】
の
贈
答
で
は
、【
Ｇ
】
の

一
首
め
（
四
七
○
番
）
の
匡
房
詠
の
詞
「
谷
の
け
ぶ
り
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い

る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

⑥
鶯う
ぐ
ひ
すと
い
ふ
女
房
…
未
詳
。

【
Ｋ
】　　

鶯
と
い
ふ
女
房
の
、
菰こ

も

の
こ
奉
り
た
り
し
に
、

　
　

つ
の
国
の
難
波
の
浦
の
菰
の
こ
は
こ
や
う
く
ひ
す
の
み
に
は
あ
る
ら
ん

（
四
三
三
）

こ
の
「
鶯
」
な
る
女
房
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
一
度
名
が
見
え
る
の
み
で
、
出

自
等
の
手
が
か
り
も
無
い
。
私
家
集
で
は
、
人
の
名
を
示
し
て
「
と
い
ふ
」
を

付
け
る
時
は
、
そ
の
人
物
が
あ
ま
り
親
し
く
な
い
人
物
か
、
又
は
身
分
的
に
差

が
あ
る
場
合
で
あ
る（

13
）。

歌
は
、
鶯
と
い
う
名
の
女
房
が
、
真
菰
の
茎
に
つ
く

実
で
お
歯
黒
の
原
料
に
な
る
「
こ
も
づ
の
（
菰
角
）」
を
献
上
し
た
折
、そ
の
「
菰

の
こ
」
と
、『
古
今
集
』
の
鶯
を
詠
み
込
ん
だ
物
名
歌
「
心
か
ら
花
の
し
づ
く

に
そ
ほ
ち
つ
つ
う
く
ひ
ず
と
の
み
鳥
の
な
く
ら
む
」（
四
二
二
番
）
と
を
絡
め

て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。「
奉
り
し
」
と
あ
る
献
上
の
相
手
は
、
特
に
明
示
さ

れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
と
、匡
房
か
。匡
房
な
ら
ば
、「
奉
り
し
」は
、【
Ｆ
】

中
の
「
と
は
せ
給
は
ぬ
」
と
同
様
に
、
匡
房
に
対
し
て
敬
意
が
示
さ
れ
た
表
現

と
な
っ
て
い
る
。

⑦
三
位
殿
…
こ
の
人
物
は
【
Ｈ
】
を
含
め
三
箇
所
に
登
場
す
る
が
、
後
の
章
で

詳
述
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
女
性
名
を
整
理
し
て
み
る
と
、
後
述
す
る
「
三
位
殿
」
も
含

め
て
、
み
な
堀
河
天
皇
の
時
代
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ

ち
、
他
撰
的
に
補
足
さ
れ
た
後
半
部
は
、
最
末
尾
の
鳥
羽
天
皇
大
嘗
会
和
歌
と

共
に
、
堀
河
天
皇
時
代
、
そ
れ
も
そ
の
後
半
期
以
降
の
歌
が
主
で
あ
る
と
見
て
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よ
い
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
匡
房
自
身
に
よ
っ
て
前
半
部
が
編
ま
れ
た

後
の
詠
歌
資
料
を
、
彼
の
死
後
に
身
近
な
誰
か
が
補
足
し
た
も
の
が
後
半
部
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
男
性
の
名
は
女
性
名
よ
り
も
登
場
が

少
な
い
が
、
そ
の
少
な
い
人
物
名
（
源
顕
仲
・
藤
原
基
俊
ら
）
か
ら
見
て
も
、

こ
の
推
測
に
は
問
題
が
な
い
。
ま
た
、
周
防
内
侍
や
六
条
院
の
堀
河
ら
に
関
す

る
貴
重
な
資
料
と
な
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
事
な
ど
で
も
、
注
目
す
べ
き
点

の
多
い
家
集
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
　
　

二
、
大
弐
と
匡
房

　

次
に
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
【
Ｆ
】
の
内
容
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
こ
の
集

で
「
京
極
の
大
弐
」
と
呼
ば
れ
る
『
大
弐
集
』
作
者
の
、
伝
記
に
関
す
る
事
項

を
補
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
い
。

【
Ｆ
】　　

京
極
の
大
二
殿
の
も
と
よ
り
、
思
ふ
人
あ
ま
た
に
お
く
れ
た
る
に
、

と
は
せ
給
は
ぬ
を
う
ら
み
て

　
　

色
わ
か
ぬ
涙
を
さ
へ
や
そ
ぼ
ち
ま
し
と
ふ
べ
き
人
の
と
は
ぬ
な
り
せ
ば

　
　
　
　

か
へ
し

　
　

音
せ
ぬ
を
あ
は
れ
と
思
へ
あ
ふ
明
日
の
は
ち
す
の
上
の
露
の
身
な
れ
ば

　
　
　
　

又
大
二
の
も
と
よ
り

　
　

や
よ
い
か
に
す
べ
き
こ
の
世
ぞ
見
る
ま
ま
に
な
き
人
は
あ
り
あ
る
人
は
な

　
　

し

　
　
　
　

か
へ
し

　
　

世
の
中
の
は
か
な
き
ま
ま
に
数
ふ
れ
ば
な
き
人
多
く
な
り
に
け
る
か
な

（
四
四
六
～
九
）

最
初
の
歌
（
四
四
六
番
）
で
は
、
大
弐
が
愛
す
る
人
々
に
死
別
し
て
、
匡
房
が

弔
問
の
歌
を
贈
ら
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
恨
み
を
言
い
送
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ

り
、匡
房
を
「
と
ふ
べ
き
人
」、懇
ろ
な
弔
問
を
し
て
く
れ
て
当
然
の
人
と
言
う
。

こ
れ
に
対
し
て
匡
房
は
、
自
分
も
も
は
や
明
日
を
も
知
れ
ぬ
よ
う
な
老
人
だ
か

ら
、
弔
問
し
な
か
っ
た
こ
と
を
「
あ
は
れ
」
と
思
っ
て
ほ
し
い
、
と
答
え
た
。

こ
の
心
細
い
返
歌
を
承
け
て
大
弐
は
、
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
と
一
層
の
嘆
き

を
再
び
言
い
送
る
。
こ
の
遣
り
取
り
か
ら
は
、
か
な
り
親
し
い
間
柄
で
、
匡
房

が
大
弐
の
複
数
の
「
思
ふ
人
」
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
関
係
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
前
に
こ
の
大
弐
に
つ
い
て
論
じ
た
折（

14
）に

触
れ
た

も
の
の
、深
い
検
討
に
は
至
ら
な
か
っ
た
大
弐
の
結
婚
相
手
に
係
わ
る
問
題
を
、

こ
の
贈
答
歌
と
絡
め
て
再
検
討
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　

こ
れ
も
森
本
元
子
氏
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る（

15
）こ

と
だ
が
、『
尊
卑
分
脈
』

に
は
高
名
な
信
西
入
道
こ
と
藤
原
通
憲
の
母
に
関
す
る
注
記
の
一
つ
に
「
或
説

云
、
通
宗
女
前
斎
院
女
房
」
と
見
え
る
が
、
森
本
氏
は
こ
れ
を
父
親
の
実
兼
の

母
に
関
す
る
注
記
が
、
誤
っ
て
通
憲
の
ほ
う
に
混
入
し
た
も
の
と
推
測
し
て
い

る
。
時
代
的
に
見
て
、
首
肯
で
き
る
推
測
で
あ
る
。

　

実
兼
は
、藤
原
南
家
貞
嗣
の
流
、大
学
頭
季
綱
の
子
で
、同
母
兄
に
伊
通
（『
分

脈
』
に
「
母
若
狭
守
通
宗
女
」
と
の
注
、
実
兼
に
も
「
母
同
伊
通
」
と
注
）
が

い
る
（
後
掲
の
系
図
１
参
照
）。
実
兼
は
若
く
し
て
文
章
生
方
略
試
に
及
第
し
、

鳥
羽
天
皇
の
東
宮
時
代
か
ら
の
近
臣
で
あ
っ
て
、『
江
談
抄
』
の
筆
録
者
と
し

て
知
ら
れ
る
人
物
だ
が
、
匡
房
が
薨
じ
た
翌
年
の
九
月
に
二
十
六
歳
で
急
逝
し

た
。
従
っ
て
、
森
本
氏
の
推
測
に
拠
っ
て
考
え
る
と
、
藤
原
季
綱
の
妻
が
「
若

狭
守
通
宗
女
、
前
斎
院
女
房
」
と
な
り
、
二
人
の
間
に
伊
通
、
実
兼
の
二
子
を
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産
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
若
狭
守
通
宗
は
藤
原
北
家
実
頼
の
流
、『
後
拾
遺
集
』

撰
者
通
俊
の
兄
で
、
数
人
の
娘
た
ち
が
い
た（

16
）が

、
そ
の
う
ち
「
前
斎
院
女
房
」

に
あ
た
る
の
が
『
大
弐
集
』
作
者
、
つ
ま
り
こ
の
集
の
「
京
極
の
大
弐
」
で
あ

る
（
後
掲
系
図
２
参
照
）。
前
稿
は
こ
こ
ま
で
を
指
摘
し
た
の
み
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
更
に
踏
み
込
ん
で
考
察
を
続
け
る
。

　

斎
院
女
房
で
あ
っ
た
通
宗
女
を
妻
と
し
た
季
綱
は
、『
殿
上
詩
合
』『
本
朝
無

題
詩
』
等
に
二
十
余
首
を
遺
し
た
詩
人
で
、『
季
綱
切
韻
』『
季
綱
往
来
』（
と

も
に
散
逸
、
逸
文
あ
り
）
の
編
著
も
あ
り
、『
検
非
違
使
庁
日
記
』
十
一
巻
を

も
撰
述
し
た
と
さ
れ
る
。
匡
房
と
は
儒
者
仲
間
と
し
て
の
交
流
が
あ
っ
た
と
想

像
さ
れ
る
が
、
承
徳
三
（
康
和
元
）（
一
○
九
九
）
年
以
後
、
康
和
四
（
一
一

○
二
）
年
以
前
に
没
し
た（

17
）。

ま
た
、
大
弐
の
叔
父
の
通
俊
も
、
承
徳
三
（
康

和
元
）
年
八
月
に
没
し
て
い
る
。
更
に
こ
の
時
期
は
摂
関
家
で
も
不
幸
が
相
次

ぎ
、
承
徳
三
年
六
月
に
関
白
師
通
が
、
康
和
三
（
一
一
○
一
）
二
月
に
は
師
実

が
薨
じ
て
い
た
。「
京
極
の
大
弐
」
が
通
宗
女
で
、
令
子
内
親
王
家
女
房
、
そ

し
て
季
綱
の
妻
で
も
あ
っ
た
と
推
測
す
る
な
ら
、
彼
女
が
「
思
ふ
人
あ
ま
た
に

お
く
れ
」
た
と
い
う
の
は
、
叔
父
、
主
人
令
子
の
養
父
師
実
、
関
白
師
通
、
夫

と
、
三
～
四
年
の
う
ち
に
次
々
に
死
別
し
た
状
況
を
指
す
と
考
え
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
大
弐
が
匡
房
に
懇
ろ
に
弔
問
し
て
く
れ
る
も
の
と

期
待
し
た
の
も
頷
け
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
解
釈
は
、
推
論
に
推
論
を
重
ね

て
は
い
る
が
、『
江
帥
集
』
の
歌
を
読
む
と
こ
う
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、「
三
位
殿
」
は
藤
原
家
子
か

　

１
で
詳
細
を
後
回
し
に
し
た
「
三
位
殿
」
は
、
集
に
は
以
下
の
三
箇
所
に
登

場
す
る
。
読
解
の
都
合
上
、
既
出
の
【
Ｈ
】
部
分
を
も
含
め
た
形
で
示
す
。

【
Ｌ
】　　

師
走
の
つ
ご
も
り
に
、
雪
の
か
き
く
ら
し
降
る
に
、
三
位
殿
に

　
　

白
雪
は
今
日
ふ
る
と
し
の
果
て
な
れ
ば
明
日
の
春
を
も
知
ら
ぬ
な
り
け
り

（
四
一
一
）

【
Ｍ
】　　

卿
の
殿
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
三
七
日
ば
か
り
あ
り
て
、
京
極
の
つ

ど
の
の
も
と
よ
り
と
て
あ
る
文
を
見
れ
ば

　
　

い
づ
か
た
に
谷
の
煙
と
な
り
に
け
ん
あ
は
れ
ゆ
く
ゑ
も
な
く
ぞ
悲
し
き

　
　
　
　

か
へ
し
、
三
位
殿

　
　

君
が
た
め
ふ
か
き
心
を
い
ひ
置
き
し
谷
の
煙
と
な
く
な
く
ぞ
見
し

　
　
　
　

そ
の
年
の
師
走
の
つ
ご
も
り
の
日
、
を
こ
じ
の
聖
の
も
と
よ
り

　
　

い
に
し
へ
の
袂
の
露
も
乾
か
ぬ
に
添
ふ
る
涙
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

　
　
　
　

か
へ
し
、
三
位
殿

　
　

思
ひ
や
れ
乾
く
よ
も
な
き
わ
が
袖
の
添
ふ
る
涙
に
朽
ち
果
て
ぬ
べ
し

（
四
九
二
～
四
九
五
）

こ
の
「
三
位
殿
」
に
つ
い
て
は
、
男
性
の
可
能
性
も
含
め
て
様
々
に
考
え
た
。

し
か
し
、【
Ｍ
】
冒
頭
の
「
卿
の
殿
」
が
、
そ
の
歌
の
内
容
と
、
後
述
す
る
理

由
に
よ
り
、
匡
房
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、「
三
位
殿
」

は
匡
房
の
身
内
の
女
性
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
漢
文
系
の
研
究
者
に
よ
る
匡
房
の

伝
記
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
叙
述
を
見
出
し
た
。（
以
下
、
引
用



（ 24 ）

都留文科大学研究紀要　第82集（2015年10月）

中
の
傍
線
部
は
私
意
に
よ
る
。）

【
Ｎ
】イ　

彼
は
ま
た
摂
津
国
長
町
庄
内
西
倉
村
に
領
地
を
持
っ
て
い
て
、
匡
房
卿

室
従
三
位
家
子
と
い
う
も
の
に
相
伝
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
京
大
所
蔵
『
地

蔵
院
文
書
』
に
見
え
る
と
い
う
。

ロ　
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
見
え
な
い
が
、『
中
右
記
』
永
久
二
年
一
月
条
に
出

雲
守
家
保
と
い
う
も
の
が
、
匡
房
の
養
子
で
あ
る
旨
の
裏
書
が
あ
る
。
は

じ
め
備
後
守
で
あ
っ
た
が
出
雲
に
遷
任
し
た
。
し
か
し
備
後
の
公
文
が
未

済
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
雲
に
任
じ
た
の
は
官
の
失
態
で
あ
る
旨

注
し
て
い
る
。
藤
原
氏
の
出
自
で
あ
る
。

（
川
口
久
雄
『
大
江
匡
房
』）

（
18
）

【
Ｏ
】
…
そ
し
て
、
堀
河
院
の
乳
母
藤
原
家
子
（
生
年
未
詳
～
一
一
一
七
年
）

と
接
近
し
て
、
彼
女
と
藤
原
家
範
の
間
の
息
子
家
保
を
養
子
に
し
、
院

と
の
個
人
的
な
結
び
付
き
に
も
気
を
配
っ
て
い
る
。

（
磯
水
絵
『
大
江
匡
房
―
碩
学
の
文
人
官
僚
―
』）

（
19
）

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
匡
房
は
堀
河
天
皇
乳
母
の
一
人
で
あ
っ
た
藤
原
家
子
と
結

婚
し
、
彼
女
の
前
夫
と
の
間
の
子
家
保
を
養
子
と
し
た
と
い
う
。
但
し
、
川
口

久
雄
氏
が
【
Ｎ
】
イ
に
言
う
京
大
所
蔵
「
地
蔵
院
文
書
」
中
の
家
子
関
連
の
資

料
は
、
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
確
認
で
き
な
い
。
一
方
【
Ｎ
】
ロ
の
『
中
右
記
』
記

事
の
ほ
う
は
確
認
で
き
る
。

【
Ｐ
】「
出
雲
前
司
家
保
治
国
叙
従
四
位
上
、
後
聞
、
件
人
者
任
備
後
、
其
任
間

遷
任
出
雲
、
秩
満
之
後
済
出
雲
公
文
功
過
定
了
、
官
注
入
功
過
次
第
進

上
殿
下
、
仍
叙
一
階
了
、
前
任
備
後
公
文
未
済
、
治
国
恩
甚
奇
恠
之
事

也
、
官
頗
失
也
、
凡
定
前
任
功
過
後
任
功
過
定
事
也
、
是
故
匡
房
卿
依

為
養
子
不
任
次
第
彼
卿
先
令
済
出
雲
公
文
了
云
々
、
世
間
沙
汰
出
来
被

問
官
之
處
、
大
夫
史
盛
仲
大
夫
之
由
陳
申
云
々
、
甚
不
便
歟
」（

20
）

【
Ｏ
】
で
磯
水
絵
氏
が
、匡
房
と
家
子
の
関
係
を
「
結
婚
」
と
表
現
し
な
い
の
は
、

或
い
は
【
Ｎ
】
イ
に
述
べ
る
資
料
が
明
確
で
な
い
事
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

家
子
は
、
藤
原
北
家
、
関
白
道
隆
の
孫
に
あ
た
る
常
陸
介
家
房
（
隆
家
の
子
）

の
女
で
、
初
め
同
じ
道
隆
流
の
家
範
（
隆
家
の
曾
孫
に
あ
た
る
）
に
嫁
し
、
基

隆
と
家
保
を
産
ん
だ（
後
掲
系
図
３
）。『
尊
卑
分
脈
』に
よ
れ
ば
、夫
の
家
範
は
、

安
芸
、
和
泉
等
の
権
守
や
、
右
少
将
、
大
膳
大
夫
を
勤
め
、
正
四
位
下
。
保
安

四
（
一
一
二
三
）
年
九
月
に
七
十
六
歳
で
卒
去
し
て
お
り
、
逆
算
す
る
と
永
承

三
（
一
○
四
八
）
年
誕
生
と
な
る
。
家
子
の
生
誕
も
、
概
ね
夫
と
同
年
～
数
年

後
か
。
子
の
基
隆
は
堀
河
院
の
乳
母
子
と
し
て
官
に
恵
ま
れ
、
従
三
位
に
昇
っ

た
人
物
で
、
天
承
二
（
一
一
三
一
）
年
三
月
卒
と
い
う
『
分
脈
』
の
注
記
か
ら

逆
算
す
る
と
、
そ
の
誕
生
は
承
保
元
（
一
○
七
四
）
年
。
家
子
が
堀
河
天
皇
乳

母
と
な
っ
た
の
は
承
暦
三
（
一
○
七
九
）
年
で
あ
る
。
家
子
の
出
仕
は
、
生
年

が
は
っ
き
り
し
な
い
次
子
の
家
保
を
産
ん
だ
後
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
以
下

に
家
子
に
関
す
る
史
料
の
記
載
の
う
ち
、
主
た
る
も
の
を
示
す
（
原
文
の
傍
線

部
は
割
注
で
あ
る
も
の
を
、
見
や
す
い
形
に
直
し
た
）。

【
Ｑ
】　　
「
中
宮
御
産
皇
子
…
家
範
妻
女
参
御
乳
母
…
」

（『
為
房
卿
記
』
承
暦
三
年
七
月
九
日
）

「
…
今
夜
有
女
叙
位
、
左
府
被
候
執
筆
、
御
乳
母
常
陸
典
侍
以
下
掌
侍
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等
加
級
如
例
云
々
」（『
中
右
記
』
寛
治
八（

一
○
九
四
）
年
正
月
十
三
日
）

「
…
仍
有
女
叙
位
、
執
筆
左
大
臣
参
入
、
御
乳
母
典
侍
藤
原
家
子
叙
従

三
位
…
」 

　
（『
中
右
記
』　

承
徳
二
年
（
一
○
九
八
）
正
月
十
二
日
）

「
昨
今
之
間
主
上
御
風
頗
宜
御
之
由
、
帥
三
位
御
乳
母
、
所
被
談
也
」

（『
中
右
記
』　

嘉
承
元
（
一
一
○
六
）
年
九
月
三
十
日
）

「
素
服
被
相
分
人
々
、
…
女
房
、
御
乳
母
三
人
、
帥
三
位
、
伊
与
三
位
、

紀
伊
三
位
…
」「
今
日
帥
三
位
、先
帝
御
乳
母
也
、於
香
隆
寺
供
養
仏
経
、」

（『
中
右
記
』　

嘉
承
二
（
一
一
○
七
）
年
八
月
十
三
日
）

『
中
右
記
』
で
た
ど
る
家
子
は
、
初
め
父
の
官
か
ら
「
常
陸
典
侍
」
と
呼
ば
れ

た
よ
う
で
、
承
徳
二
年
に
従
三
位
に
叙
さ
れ
、
嘉
承
の
頃
に
は
「
帥
三
位
」
と

記
さ
れ
る
。
家
子
の
場
合
、
祖
父
の
隆
家
ま
で
遡
る
か
、
又
は
父
家
房
の
兄
弟

に
あ
た
る
経
輔
（
家
範
の
祖
父
で
も
あ
る
）
と
関
係
付
け
る
な
ら
ば
、
身
内
に

「
帥
」
が
い
る
が
、
隆
家
は
承
徳
期
か
ら
五
十
年
以
上
前
に
没
し
て
お
り
、
経

輔
は
延
久
二
（
一
○
七
○
）
年
に
出
家
し
永
保
元
（
一
○
八
一
）
年
に
没
し
て

い
る
。
従
っ
て
「
帥
三
位
」
へ
の
呼
称
の
変
化
は
、
家
子
自
身
の
事
情
に
由
来

す
る
可
能
性
が
高
い
。
お
そ
ら
く
は
従
三
位
に
昇
っ
た
承
徳
二
年
か
ら
嘉
承
ま

で
の
間
に
匡
房
の
妻
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
で
は
、
家
子
は
「
大
弐
三
位
」
と
し
て
、
筆
者
と
共
に

堀
河
天
皇
の
看
病
に
当
た
っ
た
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

【
Ｒ
】　　

か
く
て
、
七
月
六
日
よ
り
、
御
心
地
大
事
に
重
ら
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、

…
…
そ
の
頃
し
も
、
上
臈
た
ち
、
障
り
あ
り
て
さ
ぶ
ら
は
れ
ず
。
…
…
御

乳
母
た
ち
、
藤
三
位
、
ぬ
る
み
心
地
わ
づ
ら
ひ
て
参
ら
ず
、
弁
三
位
は
、

東
宮
の
母
も
お
は
し
ま
さ
で
お
ひ
た
た
せ
給
へ
ば
、…
…
た
だ
大
弐
三
位
・

わ
れ
具
し
て
三
人
ぞ
さ
ぶ
ら
ふ
。 　
　
　
　
（『
讃
岐
典
侍
日
記
』
よ
り
）

家
子
を
指
し
て
、「
帥
三
位
」
で
は
な
く
「
大
弐
三
位
」
と
す
る
の
は
、
散
文

に
お
け
る
伝
統
的
記
述
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』『
栄
花
物
語
』
等

で
は
、
権
帥
と
大
弐
が
実
質
的
に
同
じ
職
掌
で
あ
り
、
二
つ
が
同
時
に
置
か
れ

る
例
が
ま
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
つ
を
厳
密
に
区
別
せ
ず
、
共
通
し
て
「
大

弐
」
若
し
く
は
「
帥
」
と
記
す
の
で
あ
る（

21
）。

　

以
上
の
諸
資
料
か
ら
、『
江
帥
集
』
後
半
部
に
見
え
る
「
三
位
殿
」
は
藤
原

家
子
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。【
Ｍ
】
の
四
九
四
番
歌
で
「
を
こ
じ
の
聖
」（
雲

居
寺
の
瞻
西
か
）
が
「
い
に
し
へ
の
袂
の
露
も
乾
か
ぬ
」
と
言
っ
た
の
は
、
堀

河
天
皇
の
崩
御
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
家
子
は
堀
河
天
皇
崩
御
の
四

年
後
に
、
今
度
は
夫
の
匡
房
を
失
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
【
Ｍ
】
冒
頭
の
「
卿
の
殿
」
問
題
に
戻
る
。【
Ｍ
】
で
贈
答
し
て
い

る
の
は
、
前
半
が
１
章
で
取
り
上
げ
た
摂
津
と
家
子
、
後
半
が
「
を
こ
じ
の
聖
」

と
家
子
で
あ
り
、
匡
房
は
歌
を
詠
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
匡
房
の
家
集
に
本
人

の
も
の
で
な
い
、
或
い
は
本
人
と
関
わ
ら
な
い
歌
が
あ
る
の
は
不
審
で
あ
る
。

「
卿
の
殿
」
が
匡
房
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
匡
房
と
の
関
連
は
あ
る
。
当
人
の
没

後
の
弔
問
歌
が
家
集
に
記
載
さ
れ
る
の
は
、他
例
を
見
い
出
し
難
い
。
し
か
し
、

極
め
て
異
例
で
は
あ
る
が
、
後
半
部
が
匡
房
没
後
に
近
し
い
人
間
の
手
で
増
補

さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
供
養
の
思
い
等
か
ら
、
彼
と
交
流
の
あ
っ
た
歌
人
ら
の

弔
問
歌
と
、
そ
れ
に
対
す
る
匡
房
の
身
内
の
返
歌
が
記
録
さ
れ
る
可
能
性
も
皆

無
で
は
な
い
だ
ろ
う
。【
Ｍ
】
の
後
に
は
、
鳥
羽
天
皇
大
嘗
会
和
歌
が
置
か
れ

て
お
り
、
そ
れ
を
除
い
て
考
え
る
な
ら
ば
【
Ｍ
】
は
集
後
半
部
の
末
尾
部
分
に

あ
た
る
。『
中
務
集
』
に
、
親
の
伊
勢
の
集
を
天
皇
に
献
上
し
た
折
、
奥
に
中
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務
が
歌
を
書
き
付
け
た
と
い
う
例
が
見
え
る
よ
う
に
、
歌
人
の
死
後
に
身
内
が

家
集
末
尾
に
歌
を
書
き
付
け
る
こ
と
は
あ
っ
た
。『
経
信
集
』
の
一
本
（
経
信

Ⅱ（
22
））

の
よ
う
に
、
集
が
身
内
に
よ
る
他
撰
の
場
合
は
、
身
内
に
関
連
し
た
歌

が
末
尾
に
並
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
も
、
匡
房
の
遺
稿
を
整
理
し
た
後

に
、
弔
問
の
贈
答
歌
を
置
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
想
像
す
る
。
そ
し
て
更
に

そ
の
後
に
大
嘗
会
和
歌
を
置
く
配
列
は
、
匡
房
自
身
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と

見
ら
れ
る
前
半
部
の
形
式
に
倣
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

実
は
「
卿
の
殿
」
の
用
例
は
、
同
時
代
の
他
集
に
も
一
つ
見
え
る
。
そ
れ
は

『
散
木
奇
歌
集
』
で
、
俊
頼
が
父
の
経
信
を
指
し
て
使
用
し
て
い
る
。

【
Ｓ
】　　

河
内
の
守
経
国
、
か
の
国
に
面
白
き
所
あ
り
と
申
し
し
か
ば
、
卿
の

殿
し
の
び
て
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
天
の
河
と
い
ふ
所
に
て
、
在
五

中
将
が
棚
機
つ
女
に
と
詠
め
る
所
な
り
、
と
て
船
を
と
ど
め
て
、
河

の
ほ
と
り
に
お
り
ゐ
て
遊
ば
せ
給
ひ
け
る
に
、
か
は
ら
け
と
り
て
、

お
の
お
の
歌
詠
み
侍
り
け
る
に
、
詠
め
る

千
鳥
な
く
天
の
河
辺
に
立
つ
霧
は
雲
と
ぞ
見
ゆ
る
秋
の
夕
暮
れ（
四
五
五
）    

（
引
用
は
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
に
よ
り
、
適
宜
仮
名
に
漢
字
を
あ
て
、

濁
点
・
読
点
を
付
し
た
。）

詳
細
は
他
で
論
じ
た（

23
）の

で
、結
論
の
み
を
述
べ
る
と
、『
散
木
奇
歌
集
』
の
「
卿

の
殿（
卿
殿
）」は
、冷
泉
家
本
か
ら
流
布
本
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
た
呼
称（
用

字
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
経
信
が
十
三
年
に
わ
た
っ
て
民
部
卿
を
勤
め
た
こ
と
と

係
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
匡
房
も
短
期
間
で
は
あ
っ
た
が
最
終
官
は
大
蔵
卿
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
由
来
と
な
っ
て
、経
信
、匡
房
を
そ
れ
ぞ
れ
の
身
内
が
「
卿

の
殿
」
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
【
Ｍ
】
の
「
卿
の
殿

う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
」
は
、
匡
房
の
薨
去
を
言
う
表
現
と
考
え
て
不
自
然
で
も

な
く
、【
Ｆ
】
や
【
Ｋ
】
に
見
ら
れ
た
匡
房
へ
の
敬
意
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
他
撰
で
あ
る
後
半
部
の
詞
書
と
し
て
一
貫
性
が
あ
る
と
言
え
る
。

     　

 

ま
と
め

　

こ
の
よ
う
に
、『
江
帥
集
』
後
半
部
は
、
女
性
を
中
心
と
し
た
登
場
人
物
ら

か
ら
見
て
、
堀
河
天
皇
時
代
、
そ
れ
も
後
半
期
の
歌
が
多
い
と
見
ら
れ
る
。
女

性
た
ち
の
中
に
は
、「
京
極
の
大
弐
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
お
り
、
歌
の
内
容

か
ら
考
え
て
、匡
房
と
は
か
な
り
親
し
い
間
柄
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
人
物
は
、

斎
院
令
子
内
親
王
家
の
女
房
と
し
て
『
大
弐
集
』
を
遺
し
た
藤
原
通
宗
女
で
、

お
そ
ら
く
は
儒
者
の
藤
原
季
綱
の
妻
で
も
あ
り
、『
江
談
抄
』
筆
録
者
の
藤
原

実
兼
を
産
ん
だ
人
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
大
弐
と
の
贈
答
を
含
め
、
周
防
内
侍

が
没
し
た
記
事
、
六
条
院
堀
河
の
家
集
が
か
つ
て
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
贈
答

な
ど
、『
江
帥
集
』
後
半
部
に
は
、
堀
河
天
皇
時
代
の
女
流
歌
人
の
消
息
や
伝

記
に
係
わ
る
貴
重
な
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
匡
房
へ
の
敬
意
を
表
す

表
現
が
三
箇
所
の
詞
書
に
見
ら
れ
、
匡
房
が
遺
し
た
資
料
を
用
い
た
他
撰
で
あ

ろ
う
と
の
先
行
研
究
の
推
測
を
裏
付
け
る
。
末
尾
に
鳥
羽
天
皇
大
嘗
会
和
歌
を

置
く
の
も
、
後
半
部
の
編
纂
者
が
前
半
部
に
倣
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

更
に
、
女
性
登
場
人
物
の
一
人
、「
三
位
殿
」
は
堀
河
天
皇
の
乳
母
の
一
人

で
あ
っ
た
藤
原
家
子
と
思
わ
れ
、
彼
女
は
承
徳
二
（
一
○
九
八
）
年
に
従
三
位

に
叙
せ
ら
れ
た
後
に
匡
房
室
と
な
り
、
前
夫
と
の
間
の
子
の
一
人
家
保
が
匡
房

の
養
子
と
な
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、『
江
帥
集
』
最
末
尾
の
大
嘗
会
和
歌
の
直

前
に
見
え
る
二
組
の
贈
答
は
、
匡
房
没
後
の
弔
問
の
贈
答
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
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ろ
う
が
、
家
集
に
当
人
の
死
後
の
歌
が
置
か
れ
る
の
は
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。

後
半
部
の
編
纂
者
の
問
題
と
併
せ
て
、
な
お
考
察
す
べ
き
点
が
多
く
あ
る
。

　

今
後
は
後
半
部
に
見
え
る
男
性
歌
人
と
の
交
流
な
ど
、
今
回
検
討
し
な
か
っ

た
歌
に
つ
い
て
も
読
解
し
、
考
察
す
る
と
共
に
、
前
半
部
の
歌
の
読
解
と
登
場

人
物
等
に
つ
い
て
の
考
察
も
併
せ
て
進
め
て
行
き
た
い
。

　

和
歌
の
引
用
は
、
特
に
断
り
の
な
い
場
合
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

　　

注
１
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書　

第
十
八
巻
『
平
安
私
家
集　

五
』（
朝
日
新
聞
社

　

一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。

２
、
山
口
和
美
「『
匡
房
集
』
の
成
立
と
編
纂
方
法
」（『
和
歌
文
学
研
究　

第

九
十
五
号
』　

二
○
○
五
年
十
二
月
）、
及
び
３
の
有
吉
保
「
江
帥
集　

解

題
」。

３
、
有
吉
保
「『
江
帥
集
』
解
題
」（『
私
家
集
大
成　

中
古
Ⅱ
』
明
治
書
院　

一
九
七
五
年
）
及
び
「　

同　

」（『
新
編　

私
家
集
大
成
』
エ
ム
ワ
イ
企

画
）。

４
、
竹
下
豊
「
晴
の
家
集
―
堀
河
百
首
歌
人
の
家
集
を
中
心
に
―
」（『
王
朝　

私
家
集
の
成
立
と
展
開
』
一
九
九
二
年　

風
間
書
房
）。

５
、
拙
稿
「
院
政
期
女
房
歌
人
『
堀
河
』
考
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要　

文
学
研
究
篇
』
第
三
四
号　

二
○
○
八
年
二
月
）

６
、
拙
稿
「
令
子
内
親
王
家
の
歌
人
肥
後
―
『
肥
後
集
』
以
後
の
和
歌
活
動
―
」

（『
和
歌
文
学
研
究
』
第
九
二
号　

二
○
○
六
年
六
月
）

７
、
森
本
元
子
「『
肥
後
集
』
の
作
者
と
そ
の
生
涯
」（『
私
家
集
の
研
究
』　

明

治
書
院　

一
九
六
六
年
）。

８
、「
中
宮
、
五
月
十
八
日
、
い
と
や
す
ら
か
に
女
宮
を
生
み
た
て
ま
つ
ら
せ

た
ま
へ
り
。
…
（
中
略
）
…
殿
の
上
と
り
わ
き
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
ら
せ

た
ま
ふ
。」（
巻
三
十
九　

布
引
の
滝
）（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄

花
物
語
３
』
五
○
○
頁
）、「
一
院
の
姫
宮
、
殿
に
お
は
し
ま
す
、
斎
院
に

ゐ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
い
と
華
や
か
に
め
で
た
き
御
有
様
な
り
。」（
巻
四
十

　

紫
野
）　
（
前
掲
書　

五
二
七
頁
）
な
ど
。

９
、
佐
藤
裕
子
「
斎
院
摂
津
―
摂
津
集
を
中
心
に
―
」（『
中
古
文
学
論
攷
』
３

号　

一
九
八
二
年
十
月
）。

10
、
拙
稿
「『
大
弐
集
作
者
の
宮
仕
え
』
―
諸
説
整
理
と
私
見
―
」（
都
留
文
科

大
学
『
国
文
学
論
考
』
第
四
七
号　

二
○
一
一
年
三
月
）。

11
、
塚
谷
多
貴
子
「
皇
后
宮
令
子
歌
壇
論
―
金
葉
集
期
の
女
流
歌
壇
―
」（
北

海
道
大
学
『
国
語
国
文
研
究
』
五
二
号　

一
九
七
四
年
十
一
月
）
の
注
。

12
、
森
本
元
子
「『
大
弐
集
』
と
そ
の
作
者
」（
７
に
同
じ
『
私
家
集
の
研
究
』）

13
、
拙
稿
「『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
「
常
陸
殿
」
―
「
典
侍
藤
原
房
子
」
説
の

問
題
点
と
「
歌
人
肥
後
」
説
の
可
能
性
―
」（『
国
文
目
白
』
第
四
十
九
号

　

二
○
一
○
年
二
月
）
の
２
章
。

14
、
10
に
同
じ
。

15
、
７
に
同
じ
。

16
、
萩
谷
朴
「
二
一
五　

応
徳
三
年
三
月
十
九
日　

故
若
狭
守
通
宗
女
子
達
歌

合
」（『
平
安
朝
歌
合
大
成　

五
』
同
朋
舎　

一
九
七
九
年
）
に
詳
し
い
。

17
、
季
綱
の
死
亡
に
つ
い
て
は
、『
平
安
時
代
史
事
典
』（（
角
川
書
店　

一
九
九
四
年
）
の
「
藤
原
季
綱
」
の
項
に
よ
る
。

18
、
川
口
久
雄
『
大
江
匡
房
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
八
年
）
イ
は
115
頁
12

行
～
116
頁
4
行
。
ロ
は
250
頁
11
行
～
251
頁
1
行
。
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19
、
磯
水
絵『
大
江
匡
房
―
碩
学
の
文
人
官
僚
―
』（
勉
誠
出
版　

二
○
一
○
年
）

32
頁
９
～
10
行
。

20
、『
中
右
記
五
』（
史
料
大
成　

臨
川
書
店
）
永
久
二
年
正
月
五
日
条
裏
書

（
246
頁
下
段
最
終
行
～
247
頁
上
段
７
行
）。
な
お
、こ
れ
以
降
の
『
中
右
記
』

引
用
も
史
料
大
成
に
よ
る
。

21
、『
平
安
時
代
史
事
典
』（
17
に
同
じ
）
の
「
大
宰
大
弐
・
少
弐
」
の
項
、『
王

朝
文
学
文
化
歴
史
大
事
典
』（
笠
間
書
院　

二
○
一
一
年
）
の
「
大
宰
府
」

の
項
等
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』『
栄
花
物
語
』（
と
も
に
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
）
で
、
該
当
箇
所
を
確
認
し
て
い
る
。

22
、「
経
信
卿
家
集
」（『
私
家
集
大
成　

中
古
Ⅱ
』「
経
信
Ⅱ
」）

23
、
拙
稿
「『
散
木
奇
歌
集
』
の
「
卿
の
殿
」
を
め
ぐ
る
考
察
」（『
瞿
麦
』

二
十
九
号　

二
〇
一
五
年
三
月
）。

（
追
記
）　

本
稿
は
、「
平
安
文
学
の
会
」
八
月
例
会
（
二
○
一
四
年
八
月
三
十
日
、

於
・
放
送
大
学
大
宮
校
舎
）、及
び
「
言
語
と
文
芸
の
会　

大
会
」（
二

○
一
四
年
十
二
月
七
日　

於
・
明
治
大
学
駿
河
台
校
舎
）
に
お
け
る

口
頭
発
表
を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
席
で
ご
教
示

等
を
賜
っ
た
先
生
方
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

受
領
日　

二
〇
一
五
年
五
月
十
二
日

受
理
日　

二
〇
一
五
年
六
月
十
日　
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※
１　

家
房
の
注
記
「
従
四
下
／
常
陸
介
／
母
加
賀
守
正
光
女
」

※
２　

家
範
の
注
記
「
安
芸
遠
江
／
和
泉
権
守
／
右
少
将　

正
四
下
／
大
膳

大
夫
／
母
民
部
卿
泰
憲
女
／
保
安
四
六
廿
一
出
／
同
年
九
十
五
卒　

七
十
六
」

※
３　

基
隆
の
注
記
「
堀
川
院
御
乳
母
子
／
播
磨
／
丹
波
備
前
権
／
本
家
政
／

伊
与
守
／
従
三
位
／
修
理
大
夫
／
母
常
陸
介
家
房
女
堀
川
院
御
乳
母
従

三
家
子
／
天
承
二
正
十
九
出
／
同
年
三
廿
一
卒
五
十
八
」

※
４　

家
保
の
注
記
「
従
四
上
／
出
雲
備
後
守
／
中
務
少
輔
／
母
同
基
隆
／
大

治
三
四
卒
」


	一、後半部に登場する女房歌人たち

	二、大弐と匡房 

	三、「三位殿」は藤原家子か
	まとめ



