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私
家
集
に
は
自
撰
と
他
撰
の
別
が
あ
る
。
自
撰
家
集
の
場
合
、
収
録
さ
れ
る

和
歌
や
そ
の
詞
書
等
に
は
、
編
者
す
な
わ
ち
当
該
歌
人
自
身
の
意
図
を
反
映
し

た
処
理
が
施
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
、
和
歌
そ
の
も
の
の
改

作
や
詞
書
の
推
敲
、
さ
ら
に
は
配
列
順
序
の
入
れ
替
え
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ

ベ
ル
に
亘
る
。
稿
者
は
か
つ
て
藤
原
実
定
の
家
集
『
林
下
集
』
と
弟
実
家
の

家
集
『
実
家
集
』
を
比
較
し
、
両
集
に
お
け
る
贈
答
歌
改
作
に
つ
い
て
考
察
し

た（１
）。
そ
の
結
果
、『
林
下
集
』
は
読
者
を
強
く
意
識
し
た
家
集
で
あ
り
、
贈
答

歌
に
も
か
な
り
の
手
が
加
え
ら
れ
、
贈
答
時
の
原
型
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
可
能

性
が
髙
い
と
判
断
し
た
。
一
方
、『
実
家
集
』
は
贈
答
歌
を
改
作
し
た
形
跡
に

乏
し
く
、
和
歌
は
贈
答
時
の
原
型
に
極
め
て
近
い
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
と
考

え
た
。
こ
う
し
た
現
象
は
歌
人
の
家
集
編
纂
態
度
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
家
集
に
ど
の
よ
う
な
加
工
を
施
し
て
い
る
か
を
考
え
る
こ

と
は
、
そ
の
編
纂
態
度
を
解
明
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
ま
た
個
々
の
家
集
間
だ

け
で
な
く
、
同
時
代
の
い
く
つ
か
の
家
集
間
に
お
け
る
差
異
を
複
合
的
に
確
認

し
て
い
け
ば
、
そ
の
時
代
の
私
家
集
編
纂
の
方
法
や
傾
向
を
解
明
す
る
こ
と
に

な
る
。
本
稿
で
は
『
林
下
集
』『
実
家
集
』
と
同
時
代
の
私
家
集
『
殷
富
門
院

大
輔
集
』（
以
下
、『
大
輔
集
』
と
称
す
）
を
取
り
上
げ
る
。『
大
輔
集
』
収
載

の
藤
原
隆
信
、
源
頼
政
、
寂
蓮
ら
と
の
贈
答
歌
の
中
に
は
、
相
手
の
家
集
や
他

の
歌
集
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
対
象
に
、
同
じ
贈
答

歌
が
集
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
を
確
認
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
差

異
か
ら
、『
大
輔
集
』
の
編
纂
態
度
や
編
纂
方
法
の
一
端
を
考
え
、
平
安
末
期

に
お
け
る
私
家
集
編
纂
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
考
究
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
『
大
輔
集
』
と
大
輔
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
（
２
）。
殷
富
門
院
大
輔
（
以

下
、
大
輔
と
称
す
）
は
平
安
末
期
の
女
房
歌
人
で
、
父
は
藤
原
信
成
、
母
は
文

章
博
士
菅
原
在
良
で
あ
る
。
後
白
河
院
皇
女
亮
子
内
親
王
に
仕
え
、
正
治
二
年

（
一
二
〇
〇
）
頃
没
し
た
と
さ
れ
る
。
家
集
は
二
種
類
あ
り
、
一
類
本（３
）は
文
治

元
年
（
一
一
八
五
）
か
ら
二
年
頃
に
完
成
し
、
さ
ら
に
建
久
期
に
増
補
が
行
わ

『
殷
富
門
院
大
輔
集
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編
纂
態
度
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│
│
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五
〇

れ
た
と
思
し
い
。
三
〇
五
首
か
ら
成
り
、
自
撰
と
考
え
ら
れ
る
。
二
類
本（４
）は

、

賀
茂
重
保
の
勧
進
に
よ
り
賀
茂
社
に
奉
納
さ
れ
た
寿
永
百
首
家
集
の
一
つ
で
あ

り
、
百
十
首
か
ら
成
る
自
撰
家
集
で
あ
る
。
二
類
本
収
載
歌
の
約
八
割
は
一
類

本
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
類
本
は
二
類
本
の
草
稿
を
増
補
整
理

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
類
本
に
は
四
季
や
恋
、
歌
合
な
ど
の
和
歌

催
事
の
歌
以
外
に
、
多
く
の
贈
答
歌
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
大
輔
の
豊
か
な
交

際
が
覗
え
る
。
ま
ず
は
大
輔
と
近
し
い
藤
原
隆
信
と
の
贈
答
を
見
て
い
く
。

二　

藤
原
隆
信
と
の
贈
答
歌

　

大
輔
と
親
し
く
交
流
し
て
い
た
歌
人
の
ひ
と
り
に
藤
原
隆
信
が
い
る
。
隆
信

は
為
経
（
寂
超
）
と
藤
原
親
忠
女
（
美
福
門
院
加
賀
）
と
の
子
で
あ
り
、
定
家

の
異
父
兄
に
当
た
る
。
隆
信
お
よ
び
そ
の
家
集
に
関
す
る
研
究
は
、
井
上
宗

雄
、
中
村
文
な
ど
に
詳
し
い
論
考
が
あ
る
（
５
）。
家
集
は
二
種
類
あ
り
、
一
つ
は
寿

永
百
首
家
集
で
あ
り
、
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
頃
に
成
立
し
た
寿
永
本
で
あ

る
。
も
う
一
つ
は
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
頃
に
成
立
し
た
と
思
し
き
元
久
本

で
あ
り
、
寿
永
本
、
元
久
本
と
も
に
自
撰
と
推
定
さ
れ
る
。

　

本
節
で
は
大
輔
と
隆
信
と
の
贈
答
を
比
較
す
る
。
ま
ず
は
『
大
輔
集
』
か
ら

次
の
贈
答
を
挙
げ
る
。
な
お
対
応
関
係
を
整
理
す
る
た
め
、
和
歌
に
は
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
、
異
同
部
分
に
は
傍
線
を
付
し
た
、
ま
た
留
意
し
て
お
き
た
い

語
に
は
点
線
を
付
し
た
。（
こ
れ
以
降
の
引
用
に
お
い
て
も
同
様
。）

九
月
つ
ご
も
り
に
、
ひ
と
〳
〵
秋
の
わ
か
れ
を
し
む
う
た
ど
も
よ
ま

れ
し
つ
い
で
に

（
A
）
ゆ
く
秋
の
わ
か
れ
は
い
つ
も
あ
る
物
を
け
ふ
は
じ
め
た
る
心
ち
の
み
す

る

か
く
て
も
の
が
た
り
な
ど
し
く
ら
し
て
、
か
へ
ら
れ
し
に

（
B
）
た
づ
ね
く
る
か
ひ
こ
そ
な
け
れ
ゆ
く
秋
の
わ
か
れ
に
そ
へ
て
か
へ
る
け

し
き
はか

へ
し 

右
京
権
大
夫
た
か
の
ぶ

（
C
）
ゆ
く
秋
の
わ
か
れ
に
そ
へ
て
か
へ
ら
ず
は
な
に
ゆ
ゑ
き
み
が
を
し
む
べ

き
身
ぞ又 

な
か
つ
か
さ
の
せ
う
さ
だ
な
が

（
X
）
か
ぎ
り
あ
ら
む
秋
こ
そ
あ
ら
め
我
を
だ
に
ま
て
し
ば
し
と
も
い
は
ゞ
こ

そ
あ
ら
め 

（
大
輔
集
Ⅰ
・
八
〇
〜
八
三
）

　

森
本
元
子
は
、
こ
の
贈
答
が
な
さ
れ
た
の
を
定
長
（
寂
蓮
）
が
中
務
少
輔
で

あ
っ
た
承
安
元
年
（
一
一
七
一
）
か
ら
二
年
頃
の
秋
と
推
定
し
て
い
る
（
６
）。
な
お

隆
信
の
官
職
名
は
家
集
編
纂
当
時
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
大
輔
は

四
十
二
歳
前
後
、
隆
信
三
十
二
歳
、
定
長
三
十
四
歳
前
後
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と

同
じ
折
の
歌
が
『
隆
信
集
』
に
も
残
さ
れ
て
い
る
。

九
月
つ
ご
も
り
の
日
、
あ
る
所
に
人
〳
〵
ま
か
り
あ
ひ
て
、
歌
よ

み
連
歌
な
ど
し
て
帰
に
し
に
、
女
房
中
よ
り

（
A’
）
年
毎
に
秋
の
わ
か
れ
は
有
も
の
を
け
ふ
は
じ
め
た
る
心
地
こ
そ
す
れ

あ
ま
た
の
な
か
な
り
し
か
ど
も
人
〳
〵
、
か
へ
し
な
く
て
ほ
ど
へ

し
か
ば



『
殷
富
門
院
大
輔
集
』
の
編
纂
態
度

五
一

（
Y
）
と
し
ご
と
に
か
は
ら
ぬ
秋
の
く
れ
も
な
ほ
あ
ふ
人
か
ら
と
け
ふ
こ
そ
は

し
れ

か
く
て
か
へ
り
し
を
、
な
ほ
よ
び
と
ゞ
め
て

（
B’
）
尋
ね
く
る
か
ひ
こ
そ
な
け
れ
ゆ
く
秋
の
別
に
そ
へ
て
か
へ
る
け
し
き
は

か
へ
し

（
C’
）
ゆ
く
秋
の
わ
か
れ
に
そ
へ
て
か
へ
ら
ず
は
な
に
ゆ
ゑ
君
も
を
し
む
べ
き

身
ぞ 

（
隆
信
集
Ⅱ
・
八
〇
六
〜
八
〇
九
）

　

和
歌
に
異
同
は
あ
る
も
の
の
、（
A
）
と
（
A’
）、（
B
）
と
（
B’
）、（
C
）

と
（
C’
）
は
同
じ
歌
と
判
断
で
き
、
両
集
の
記
述
は
同
じ
折
の
事
で
あ
る
。
こ

れ
ら
に
関
し
て
森
本
は
、「
詠
歌
の
場
所
は
大
輔
集
と
あ
わ
せ
て
亮
子
内
親
王

邸
、
女
房
の
中
よ
り
詠
じ
た
の
は
大
輔
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
」
と
注
し

て
い
る
。
両
集
を
見
る
と
隆
信
や
同
座
の
人
々
が
帰
っ
て
い
く
の
に
対
し
、
大

輔
は
見
送
る
側
で
あ
り
、
こ
の
詠
歌
の
場
が
内
親
王
邸
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高

い
。
あ
る
い
は
大
輔
邸
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。（
X
）
を
詠
ん
だ
定
長
は

俊
忠
男
俊
海
の
子
で
あ
り
、
叔
父
俊
成
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
隆
信
、

定
長
と
も
に
俊
成
に
連
な
る
家
系
の
人
物
で
あ
る
（
７
）。

　

両
家
集
の
差
異
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
定
長
歌
（
X
）
と
隆
信
歌
（
Y
）

の
有
無
や
、
人
名
朧
化
の
程
度
差
な
ど
も
あ
る
が
、（
A
）
と
（
A’
）
の
大
輔

歌
に
大
き
な
異
同
が
あ
る
。
ど
ち
ら
が
詠
歌
当
時
の
原
型
に
近
い
か
判
断
し
難

い
が
、（
A
）
＝
（
A’
）
に
対
す
る
返
歌
で
あ
る
（
Y
）
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

（
Y
）
が
返
歌
と
す
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
贈
歌
と
し
て
は
（
A
）
と
（
A’
）

の
ど
ち
ら
が
相
応
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
贈
答
歌
に
は
相
手
の
歌
の
一
部
を
そ

の
ま
ま
取
り
込
み
、
鸚
鵡
返
し
の
よ
う
に
返
返
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ

う
考
え
る
と
、（
A’
）
と
（
Y
）
は
「
と
し
ご
と
に
」
と
い
う
語
が
共
通
し
、

『
隆
信
集
』
の
方
が
贈
答
時
の
原
型
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
結

句
の
「
こ
そ
す
れ
」「
こ
そ
は
し
れ
」
と
い
う
係
助
詞
の
使
用
も
似
て
い
る
。

『
隆
信
集
』
で
は
（
A’
）
と
（
Y
）
に
「
と
し
ご
と
に
」
が
、（
B’
）
と
（
C’
）

に
点
線
部
「
ゆ
く
秋
の
別
れ
」
が
そ
れ
ぞ
れ
共
通
し
、
贈
答
歌
と
し
て
素
朴
な

形
で
あ
り
、
原
態
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
『
大
輔
集
』
で
は

（
A
）（
B
）（
C
）
で
「
ゆ
く
秋
の
別
れ
」
と
い
う
語
句
が
共
通
し
て
お
り
、

こ
れ
は
こ
れ
で
共
通
の
語
句
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。（
A
）
と
（
A’
）
の
異
同

は
、
お
そ
ら
く
大
輔
自
身
が
家
集
編
纂
時
に
三
首
の
統
一
を
図
り
、
自
詠
を
改

作
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
結
果
と
し
て
は
両
集
そ
れ
ぞ
れ
が
同
語
に
よ
っ

て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
両
集
で
は
、
詞
書
に
よ
る
詠
歌
状
況
の
描
き
方
に
も
差
異
が
あ
る
。

『
大
輔
集
』
の
詞
書
で
は
、
秋
を
惜
し
む
歌
を
詠
む
こ
と
が
場
の
目
的
と
い
う

印
象
を
受
け
る
。
ま
た
（
Y
）
が
な
い
こ
と
に
よ
り
、（
A
）
が
大
輔
の
独
詠

歌
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
（
B
）
に
対
し
て
（
C
）（
X
）
と
二
首

返
歌
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
単
純
な
一
対
一
の
贈
答
で
は
な
く
、
人
々
が

自
由
に
歌
を
詠
み
合
う
雰
囲
気
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
一
方
、『
隆
信
集
』
の
詞

書
に
は
「
歌
よ
み
連
歌
な
ど
し
て
」
と
あ
り
、
秋
の
別
れ
を
惜
し
む
歌
を
詠
み

合
う
と
い
う
よ
り
は
、
人
々
が
雅
遊
を
求
め
て
集
っ
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
。
ま
た
贈
答
相
手
の
大
輔
の
名
は
明
記
さ
れ
ず
、
女
房
の
一
人
と
さ
れ
て

い
る
。
女
房
ら
と
共
に
雅
事
に
耽
る
様
は
、
あ
た
か
も
王
朝
物
語
の
一
場
面
の
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よ
う
で
あ
る
。
ま
た
（
A’
）
に
対
し
て
誰
も
返
歌
で
き
な
い
中
、
隆
信
一
人
が

応
え
る
と
い
う
構
図
も
自
己
を
美
化
し
て
お
り
、
演
出
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ

の
女
房
が
、
帰
ろ
う
と
す
る
隆
信
を
「
な
ほ
よ
び
と
ゞ
め
て
」（
B’
）
を
詠
み

か
け
、
隆
信
も
そ
れ
に
返
歌
し
て
い
る
。
こ
こ
で
定
長
歌
（
X
）
が
な
い
こ
と

で
、
あ
く
ま
で
隆
信
と
女
房
と
の
一
対
一
の
贈
答
の
よ
う
で
あ
り
、
公
達
と
女

房
に
あ
り
が
ち
な
戯
れ
の
恋
の
や
り
と
り
に
す
ら
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
女
房

か
ら
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
る
と
い
う
隆
信
の
姿
は
、
家
集
内
で
他
に
も
見
ら
れ

る
。

と
ば
の
院
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
世
中
み
な
り
や
う
あ
む
な
り
し

に
、
つ
ぎ
の
と
し
の
春
、
と
ば
ど
の
ゝ
花
ざ
か
り
な
り
し
こ
ろ
、
花

の
し
た
に
た
ゝ
ず
み
あ
り
き
し
を
、
女
房
の
な
か
よ
り
、
花
一
え
だ

お
り
て
と
こ
は
れ
た
り
し
か
ば
、
花
の
枝
に
む
す
び
つ
け
て
つ
か
は

し
ゝ

宿
も
や
と
花
も
昔
の
は
な
ゝ
れ
ど
か
ざ
す
袂
の
色
ぞ
か
な
し
き

（
隆
信
集
Ⅱ
・
三
七
三
）

月
あ
か
ゝ
り
し
よ
、
あ
る
宮
ば
ら
に
て
、
き
よ
み
ち
の
卿
、
や
す
み

ち
の
卿
な
ど
か
ぐ
ら
う
た
ひ
て
あ
そ
び
し
程
に
、
た
れ
も
い
と
け
ふ

な
き
さ
ま
に
、
す
さ
び
つ
ゝ
い
そ
ぎ
た
ち
し
か
ば
、
女
房
の
中
よ
り

も
ろ
人
の
心
も
と
け
ぬ
こ
よ
ひ
か
な
天
の
岩
戸
も
明
す
や
有
ら
ん

か
へ
し
す
べ
き
よ
し
、
人
〳
〵
す
ゝ
め
ら
れ
し
か
ば

天
の
戸
の
明
ぬ
と
み
ゆ
る
月
影
の
心
と
け
て
や
た
れ
も
い
づ
ら
ん

（
隆
信
集
Ⅱ
・
七
九
二
〜
七
九
三
）

あ
る
人
の
も
と
に
ま
か
り
て
、
よ
も
す
が
ら
歌
よ
み
連
歌
な
ど
し

て
、
暁
か
へ
り
し
程
に
、
牛
を
ゐ
て
帰
に
け
る
と
て
、
ま
ち
し
程
や

す
ら
ひ
し
に
、
女
房
中
よ
り

い
ま
よ
り
は
う
し
と
も
い
は
じ
あ
か
な
く
に
か
へ
る
を
と
む
る
も
の
に
有

け
る

か
へ
し

あ
か
な
く
に
か
へ
る
を
と
め
ぬ
宿
な
れ
ば
い
と
ゞ
う
し
と
ぞ
お
も
ひ
な
り

ぬ
る 

（
隆
信
集
Ⅱ
・
八
三
八
〜
八
三
九
）

　

特
に
後
の
二
つ
は
『
隆
信
集
』
八
〇
六
〜
八
〇
九
（『
大
輔
集
』
八
〇
〜

八
三
）
の
九
月
尽
の
詠
と
共
通
す
る
点
が
多
い
。『
隆
信
集
』
七
九
二
〜

七
九
三
は
「
あ
る
宮
ば
ら
」
で
神
楽
を
歌
い
遊
ん
だ
帰
り
に
女
房
の
中
か

ら
歌
が
詠
ま
れ
、
そ
の
場
を
代
表
し
て
隆
信
が
返
歌
し
て
い
る
。『
隆
信
集
』

八
三
八
〜
八
三
九
で
も
人
々
が
「
歌
よ
み
連
歌
な
ど
」
雅
遊
を
行
っ
た
帰
り
、

女
房
の
中
か
ら
帰
り
を
惜
し
む
歌
が
贈
ら
れ
、
隆
信
が
返
歌
し
て
い
る
。
人
々

が
参
集
し
た
雅
遊
の
帰
り
際
に
、
女
房
の
一
人
か
ら
帰
り
を
惜
し
む
歌
を
詠
み

か
け
ら
れ
る
と
い
う
状
況
は
、
九
月
尽
の
詠
と
極
め
て
似
通
っ
て
い
る
。
も
し

く
は
事
実
は
多
少
異
な
ろ
う
と
も
、
意
図
的
に
似
せ
て
記
録
し
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

ま
た
『
隆
信
集
』
に
お
い
て
人
物
名
の
朧
化
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
九
月

尽
の
詠
は
『
大
輔
集
』
と
併
せ
て
詠
む
こ
と
で
、
贈
答
相
手
の
女
房
が
大
輔
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
先
に
挙
げ
た
三
例
に
お
い
て
隆
信
に
歌
を
詠
み
か
け

た
「
女
房
の
中
」
の
一
人
が
誰
か
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
全
て
同
一
人
物
か
も



『
殷
富
門
院
大
輔
集
』
の
編
纂
態
度

五
三

し
れ
な
い
し
、
別
人
か
も
し
れ
な
い
。
人
物
名
を
明
記
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、

か
な
り
自
由
に
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
共
に
恋
部
で
は
な
く

雑
部
に
入
っ
て
お
り
、
恋
に
分
類
さ
れ
る
内
容
で
は
な
い
の
だ
が
、
贈
答
相
手

が
は
っ
き
り
と
分
か
ら
な
い
た
め
、
仄
か
な
恋
の
要
素
を
読
み
取
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。
女
房
と
の
風
雅
な
や
り
と
り
を
通
し
、
自
ら
の
色
好
み
的
一
面
を
演

出
す
べ
く
、
こ
の
よ
う
な
描
き
方
を
し
た
と
す
れ
ば
、『
隆
信
集
』
は
読
者
を

意
識
し
、
自
己
を
ど
の
よ
う
に
見
せ
る
か
と
い
う
点
に
拘
泥
し
た
家
集
と
言
え

る
。

　

一
方
、『
大
輔
集
』
で
は
個
人
名
は
で
き
る
だ
け
明
記
さ
れ
て
い
る
し
、
公

達
と
の
恋
め
い
た
戯
れ
の
や
り
と
り
は
見
ら
れ
な
い
。
家
集
か
ら
読
み
取
れ
る

の
は
和
歌
と
仏
道
へ
の
傾
倒
で
あ
り
、
家
集
に
お
い
て
自
己
を
美
化
し
、
王
朝

物
語
的
世
界
を
描
こ
う
と
い
う
意
図
は
見
出
し
難
い
。
こ
の
よ
う
な
性
格
の
差

が
、
両
集
に
お
け
る
個
人
名
の
朧
化
や
、
収
載
歌
の
差
異
に
繋
が
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
な
お
『
隆
信
集
』
と
の
比
較
で
は
、
大
輔
詠
の
み
に
異
同
が
あ
っ
た
点

に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

三　

源
頼
政
と
の
贈
答
歌

　

次
に
源
頼
政
と
の
贈
答
歌
を
確
認
す
る
。
頼
政
は
摂
津
源
氏
仲
正
の
子
で
あ

り
、
歌
林
苑
に
深
く
出
入
り
し
た
歌
人
で
あ
る
（
８
）。

大
輔
と
も
親
密
で
、
二
人
の

贈
答
は
『
大
輔
集
』
に
四
組
あ
り
、
そ
の
う
ち
三
組
が
『
頼
政
集
』
に
も
収
め

ら
れ
て
い
る
。

殿
上
ゆ
る
さ
れ
た
る
ひ
と
に

（
A
）
よ
そ
に
き
く
そ
で
に
も
つ
ゝ
む
う
れ
し
さ
は
身
に
あ
ま
り
ぬ
や
あ
ま
の

は
ご
ろ
も

か
へ
し 

よ
り
ま
さ
三
ゐ

（
B
）
た
も
と
を
ば
ゆ
た
に
こ
そ
た
て
う
れ
し
さ
を
つ
ゝ
み
も
あ
え
ぬ
あ
ま
の

は
ご
ろ
も 

（
大
輔
集
Ⅰ
・
一
五
五
〜
一
五
六
）

殿
上
の
こ
と
を
女
房
の
大
輔
が
も
と
よ
り
悦
つ
か
は
す
と
て

（
A’
）
よ
そ
に
き
く
袖
に
も
あ
ま
る
う
れ
し
さ
を
つ
ゝ
み
あ
へ
ず
や
天
の
は
衣

返
し

（
B’
）
袂
を
ば
た
ち
こ
そ
か
ふ
れ
う
れ
し
さ
を
か
さ
ね
て
つ
ゝ
む
袖
の
せ
ば
さ

に 

（
頼
政
集
Ⅰ
・
五
九
三
〜
五
九
四
）

　

大
輔
歌
、
頼
政
歌
と
も
に
傍
線
部
の
よ
う
に
異
同
が
あ
る
。
前
節
で
取
り
上

げ
た
九
月
尽
の
贈
答
歌
で
、（
A
）
＝
（
A’
）
の
大
輔
詠
以
外
ほ
ぼ
異
同
が
な

か
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、
こ
の
差
は
大
き
い
。
片
方
の
記
憶
違
い
と
い
う
可
能

性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
記
憶
違
い
や
詠
草
の
紛
失
等
の
問
題
は
、
互
い

の
家
集
を
見
れ
ば
解
決
さ
れ
よ
う
。
や
は
り
何
ら
か
の
意
図
で
歌
を
改
め
た
と

考
え
た
い
。
一
見
す
る
と
、
点
線
部
「
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
」
と
い
う
語
が
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
『
大
輔
集
』
の
方
が
、
贈
答
当
時
の
素
朴
な
原
型
に
近
い
様
に

見
え
る
が
、
さ
ら
に
詳
細
に
分
析
し
た
い
。

　

ま
ず
（
A
）
の
「
そ
で
に
も
つ
ゝ
む
う
れ
し
さ
」
と
、（
A’
）
の
「
袖
に
も

あ
ま
る
う
れ
し
さ
」
の
差
異
だ
が
、
ど
ち
ら
で
も
意
味
は
と
れ
る
。
だ
が
「
袖

に
あ
ま
る
う
れ
し
さ
」
と
い
う
用
法
は
次
の
よ
う
に
数
例
あ
る
も
の
の
、
そ
れ



五
四

ほ
ど
数
は
多
く
な
い
。

む
ら
さ
き
の
袖
に
も
あ
ま
る
う
れ
し
さ
に
た
ち
ゐ
か
な
づ
る
今
日
に
も
あ

る
か
な 

（
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌
・
二
・
実
定
）

う
れ
し
さ
は
袖
に
あ
ま
り
ぬ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
な
き
か
さ
ね
た
る
こ
ろ
も
手
の
森

（
守
覚
法
親
王
集
Ⅰ
・
三
七
）

梅
が
ゝ
も
袖
に
あ
ま
れ
る
う
れ
し
さ
を
千
世
の
春
と
ぞ
こ
ゝ
ろ
を
く
べ
き

（
再
昌
第
九　

永
正
六
年
（
実
隆
Ⅰ
）・
一
四
八
四
）

う
れ
し
さ
や
袖
に
あ
ま
り
て
立
波
の
天
の
河
と
を
待
渡
る
ら
ん

（
今
川
為
和
集
・
一
八
八
〇
）

　

一
方
、「
袖
に
つ
つ
む
う
れ
し
さ
」
の
例
は
比
較
的
多
い
。

う
れ
し
さ
を
む
か
し
は
そ
で
に
つ
つ
み
け
り
こ
よ
ひ
は
み
に
も
あ
ま
り
ぬ

る
か
な 
（
和
漢
朗
詠
集
・
七
七
三
）

う
れ
し
さ
を
袖
に
つ
つ
み
て
過
ぎ
き
に
き
い
ま
は
何
か
は
身
に
も
あ
ま
ら
ん

（
永
久
百
首
・
六
〇
五
・
仲
実
）

色
そ
へ
て
袖
に
つ
ゝ
み
し
う
れ
し
さ
を
紫
に
て
は
あ
ま
り
ぬ
る
哉

（
頼
政
集
Ⅰ
・
六
〇
二
）

う
れ
し
さ
を
袖
に
つ
つ
ま
ん
お
も
ふ
事
み
づ
の
か
し
は
に
け
ふ
ぞ
こ
と
と
ふ

（
俊
成
五
社
百
首
・
七
一
）

う
れ
し
さ
も
袖
に
つ
ゝ
ま
で
過
に
け
り
苔
の
衣
を
い
む
と
せ
し
ま
に

（
寂
蓮
集
Ⅱ
・
五
五
）

墨
染
の
袖
に
つ
ゝ
め
る
う
れ
し
さ
は
後
の
世
に
こ
そ
身
に
は
あ
ま
ら
め

（
拾
玉
集
・
六
五
七
）

う
れ
し
さ
は
そ
で
に
つ
つ
み
し
た
ま
ぞ
と
も
け
ふ
こ
そ
き
き
て
身
に
あ
ま

り
ぬ
れ 

（
続
古
今
集
・
巻
第
八
・
釈
教
歌
・
七
七
〇
・
前
権
僧
正
快
雅
）

　

特
に
「
袖
に
つ
つ
む
う
れ
し
さ
」
が
「
身
に
あ
ま
る
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は

『
和
漢
朗
詠
集
』
を
初
め
と
し
て
先
例
、
類
歌
が
多
い
。『
大
輔
集
』（
A
）
は
そ

れ
ら
を
も
と
に
、
大
輔
自
身
が
自
詠
を
推
敲
し
た
後
の
歌
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

大
輔
詠
が
も
と
は
（
A’
）
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
返
歌
と
し
て
は
（
B’
）
よ

り
も
（
B
）
の
方
が
、「
う
れ
し
さ
を
つ
つ
み
あ
え
ぬ
（
あ
へ
ず
）
や
あ
ま
の

は
ご
ろ
も
」
が
贈
歌
答
歌
に
繰
り
返
さ
れ
、
素
朴
で
原
型
に
近
い
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
元
々
は
次
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
輔

（
A’
）
よ
そ
に
き
く
袖
に
も
あ
ま
る
う
れ
し
さ
を
つ
ゝ
み
あ
へ
ず
や
天
の
は
衣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

頼
政

（
B
）
た
も
と
を
ば
ゆ
た
に
こ
そ
た
て
う
れ
し
さ
を
つ
ゝ
み
も
あ
え
ぬ
あ
ま
の

は
ご
ろ
も

　

従
っ
て
、
両
者
は
家
集
編
纂
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
自
詠
を
改
作
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
大
輔
に
関
し
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
先
例
歌
を
参
考
に
推
敲
し
た
可

能
性
が
あ
る
が
、
頼
政
は
ど
の
よ
う
な
方
針
で
改
作
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と

つ
に
は
、
単
調
さ
を
避
け
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
同
語
の
反
復
は
贈
答

歌
の
法
則
に
則
っ
て
お
り
、
贈
答
当
時
に
お
い
て
は
問
題
な
か
っ
た
が
、
家
集

に
収
め
る
際
に
は
そ
れ
が
単
調
さ
を
も
た
ら
す
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
理
由
を
、『
頼
政
集
』
の
配
列
か
ら
繙
い
て
み
た
い
。

次
に
挙
げ
る
の
は
『
頼
政
集
Ⅰ
』
に
お
い
て
昇
進
、
昇
殿
に
関
す
る
歌
群
の
一
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五
五

部
（
五
八
三
〜
六
〇
〇
番
）
で
あ
る
。
分
量
が
多
い
た
め
和
歌
の
み
引
用
し
、

贈
答
相
手
の
作
者
名
は
省
略
し
た
。

木
が
く
れ
に
も
り
こ
し
月
を
雲
井
に
て
お
も
ふ
事
な
く
い
か
に
み
る
ら
ん

木
が
く
れ
と
な
に
な
げ
き
け
ん
ふ
た
よ
ま
で
雲
の
上
に
て
み
ぬ
る
月
□

□
る
月
の
い
で
は
じ
め
た
る
雲
井
に
は
ま
た
お
ぼ
ろ
げ
の
人
は
か
よ
は
ず

な
が
き
よ
に
出
は
じ
め
た
る
月
影
に
ち
か
づ
く
雲
の
上
ぞ
う
れ
し
き

□
□
の
浦
に
た
ち
の
ぼ
る
な
る
浪
の
音
は
こ
さ
る
ゝ
身
に
も
う
れ
し
と
ぞ

き
□

い
か
に
し
て
た
ち
の
ぼ
る
ら
ん
こ
ゆ
べ
し
と
お
も
ひ
も
よ
ら
ぬ
わ
か
の
う

ら
な
み

位
山
の
ぼ
る
に
か
ね
て
し
る
か
り
き
雲
の
う
へ
ま
で
ゆ
か
ん
物
と
は 

翁
さ
び
は
う
〳
〵
の
ぼ
る
く
ら
ゐ
や
ま
雲
ふ
む
ほ
ど
に
い
か
で
な
る
ら
ん

く
ら
ゐ
山
た
か
く
な
り
ぬ
と
み
し
程
に
や
が
て
雲
井
に
の
ぼ
る
う
れ
し
さ

の
ぼ
り
に
し
位
の
山
も
雲
の
上
も
歳
の
た
か
さ
に
あ
は
す
と
ぞ
思
ふ

（
A’
）
よ
そ
に
き
く
袖
に
も
あ
ま
る
う
れ
し
さ
を
つ
ゝ
み
あ
へ
ず
や
天
の
は
衣

（
B’
）
袂
を
ば
た
ち
こ
そ
か
ふ
れ
う
れ
し
さ
を
か
さ
ね
て
つ
ゝ
む
袖
の
せ
ば
さ
に

い
か
ば
か
り
袂
も
せ
ば
く
お
も
ふ
ら
ん
雲
井
に
の
ぼ
る
鶴
の
け
衣

し
り
け
り
な
雲
ゐ
を
お
り
て
鳴
た
づ
の
立
の
ぼ
る
ま
で
お
も
ふ
心
を

雲
の
う
へ
を
お
も
ひ
た
え
に
し
は
な
ち
ど
り
つ
ば
さ
お
い
た
る
こ
ゝ
ち
こ

そ
す
れ

雲
の
う
へ
に
千
代
も
八
千
代
も
あ
そ
ぶ
へ
き
鶴
は
久
し
き
物
と
な
く
ら
ん

木
が
く
れ
て
み
し
夜
の
月
の
か
は
ら
ず
は
お
な
じ
雲
井
を
哀
と
や
お
も
ふ

木
が
く
れ
て
そ
の
夜
の
月
に
な
れ
に
し
に
雲
井
を
み
て
は
哀
と
ぞ
お
も
ふ

　

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
傍
線
部
の
よ
う
に
言
葉
の
連
想
で
配
列
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
は
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
昇
進
を
祝
う
歌
群
で
あ
る
た
め
、
似

た
よ
う
な
語
句
が
頻
用
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
緩
や
か
な
が
ら
も
類

似
語
の
連
続
に
よ
る
配
列
が
あ
っ
た
と
考
え
て
も
良
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
現

象
は
『
大
輔
集
』
に
も
あ
り
、
森
本
も
指
摘
す
る
（
９
）。

か
づ
ら
き
や
た
か
ま
の
み
ね
に
ゐ
る
く
も
の
よ
そ
め
に
だ
に
も
み
え
し
よ

し
き
み

よ
そ
人
に
と
ふ
ば
か
り
な
る
も
の
思
ひ
を
我
ゆ
ゑ
と
だ
に
し
ら
せ
て
し
が

なく
れ
に
は
と
た
の
め
も
を
か
ぬ
あ
か
月
の
そ
の
き
ぬ
〴
〵
は
い
か
ゞ
し
ほ

る
ゝ

わ
す
れ
ず
な
な
を
ざ
り
事
を
た
の
め
を
き
て
そ
ら
を
し
み
せ
し
あ
か
月
の

そ
ら

に
く
か
り
し
や
も
め
が
ら
す
も
う
れ
し
き
は
た
ゞ
ひ
と
り
ぬ
る
あ
か
月
の

そ
ら

わ
す
れ
じ
と
つ
ね
に
は
い
ひ
し
事
ぐ
さ
の
や
が
て
の
き
ば
に
か
れ
も
ゆ
く

か
な

う
ら
み
ず
よ
な
げ
の
な
さ
け
の
こ
れ
を
だ
に
な
が
ら
へ
は
て
ゝ
き
か
ん
物

か
は

あ
は
ぬ
に
は
か
へ
す
と
い
ひ
し
こ
ろ
も
で
を
ひ
き
と
め
て
だ
に
う
ら
み
か

け
ば
や



五
六

い
に
し
へ
も
き
み
が
た
め
し
や
あ
り
そ
め
て
こ
ひ
て
ふ
事
の
よ
に
ふ
り
に

け
ん

こ
ひ
し
き
も
う
き
も
し
ら
す
る
き
み
に
な
ど
な
げ
か
ぬ
こ
と
を
な
ら
は
ざ

り
け
ん

は
か
な
し
な
た
ゞ
き
み
ひ
と
り
よ
の
中
に
あ
る
物
と
の
み
思
は
じ
や
我

こ
と
は
り
や
わ
が
身
う
き
ぬ
の
あ
や
め
ぐ
さ
こ
ま
ほ
し
か
ら
ず
思
ふ
な
る

べ
し

こ
ゝ
ろ
み
よ
ゆ
は
た
の
ひ
も
を
と
き
そ
め
て
ふ
か
く
し
み
な
ん
色
は
か
は

ら
じ

ち
は
や
ぶ
る
ち
ひ
ろ
た
く
な
は
も
ゝ
む
す
び
う
ち
と
け
て
み
よ
な
が
き
心
を

（
大
輔
集
Ⅰ
・
一
三
三
〜
一
四
六
）

　

森
本
は
、「
一
首
か
ら
次
の
一
首
へ
、
同
類
の
語
句
で
連
続
す
る
配
列
が
と

ら
れ
て
い
る
点
に
も
注
意
さ
れ
る
。」「
い
ず
れ
も
偶
然
と
の
み
は
い
い
き
れ
ぬ

現
象
で
あ
る
。」
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
緩
や
か
な
言
葉
の
連
想
に
よ

る
配
列
は
、
私
家
集
編
纂
に
お
け
る
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
頼
政
集
』
の
（
B
）
歌
も
、
結
句
が
（
B’
）
の
「
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
」
で
は

な
く
、「
袖
の
せ
ば
さ
に
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
一
首
の
二
句
「
袂
も

せ
ば
く
」
に
繋
が
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
語
句
の
連
続
を
図
っ
て
、
頼
政
が
家

集
編
纂
時
に
（
B’
）
か
ら
（
B
）
へ
と
意
図
的
に
自
詠
を
改
作
し
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
両
者
の
記
録
方
法
の
違
い
を
も
う
少
し
見
て
い
き
た
い
。

ひ
と
〳
〵
よ
も
す
が
ら
あ
そ
び
あ
か
し
て
、
二
日
ば
か
り
あ
り
て

 

よ
り
ま
さ
三
ゐ

（
A
）
き
み
に
あ
か
で
か
へ
り
に
し
よ
り
む
か
し
せ
し
こ
ひ
に
さ
に
た
る
も
の

を
こ
そ
思
へ

か
へ
し

（
B
）
す
ぎ
に
け
る
た
め
し
は
し
ら
ず
あ
か
ざ
り
し
な
ご
り
は
そ
れ
に
は
じ
め

て
ぞ
思
ふ 

（
大
輔
集
Ⅰ
・
一
六
三
〜
一
六
四
）

和
歌
所
に
人
〳
〵
あ
つ
ま
り
て
、
夜
も
す
が
ら
歌
よ
み
連
歌
な
ど

し
て
あ
そ
ば
れ
侍
し
に
、
隣
な
り
け
る
を
き
な
、
た
び
〳
〵
よ
ば

れ
け
れ
ば
ま
ゐ
り
て
、
人
な
み
〳
〵
に
ま
じ
ろ
ひ
侍
に
、
あ
る
宮

ば
ら
の
女
房
二
三
人
を
、
ひ
き
物
の
う
ち
に
す
ゑ
て
、
お
な
じ
く

連
歌
し
な
ど
し
て
、
い
ま
よ
り
は
な
が
く
し
る
人
に
せ
ん
な
ど
申

か
た
ら
ひ
て
、
夜
も
や
う
〳
〵
明
が
た
に
成
し
か
ば
、
ま
か
り
か

へ
り
て
後
、
二
三
日
ば
か
り
あ
り
て
、
一
人
が
も
と
へ
つ
か
は
し

け
る

（
A’
）
君
に
あ
ひ
て
か
へ
り
に
し
よ
り
む
か
し
せ
し
恋
に
さ
に
た
る
も
の
を
こ

そ
思
へ返

し

（
B’
）
わ
れ
は
い
さ
む
か
し
も
し
ら
ず
あ
か
ざ
り
し
名
残
は
そ
れ
に
始
て
ぞ
お

も
ふ

そ
れ
を
き
ゝ
き
ゝ
て
い
ま
ひ
と
り
の
女
房
、
さ
に
と
い
ふ
事
を
い

ま
〳
〵
し
が
り
て
、
さ
文
字
を
ば
き
か
じ
と
い
ひ
け
れ
ば
、
さ
ら

ば
よ
み
こ
そ
な
を
さ
め
と
て

（
X
）
か
く
し
あ
ら
ば
は
や
ぞ
け
な
ま
し
そ
の
か
み
の
恋
に
は
さ
に
ぬ
わ
が
物



『
殷
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門
院
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輔
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編
纂
態
度

五
七

お
も
ひか

へ
し

（
Y
）
な
ど
や
さ
は
さ
に
る
と
聞
し
い
に
し
へ
を
い
と
ひ
け
る
さ
へ
い
ま
は
恋

し
き 

（
頼
政
集
Ⅰ
・
六
五
九
〜
六
六
二
）

　

大
輔
、
頼
政
、
或
る
女
房
ら
の
贈
答
で
あ
り
、「
和
歌
所
」
と
は
歌
林
苑
の

こ
と
を
指
す
。『
大
輔
集
』
の
簡
素
な
詞
書
に
対
し
て
、
頼
政
集
で
は
か
な
り

詳
細
に
叙
述
し
て
い
る
。（
A
）
と
（
A’
）、（
B
）
と
（
B’
）
が
そ
れ
ぞ
れ
同

じ
歌
と
判
断
で
き
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
同
が
あ
る
。
頼
政
詠
（
A
）
と
（
A’
）

は
「
あ
か
で
」
と
「
あ
ひ
て
」
と
い
う
差
が
あ
る
が
、
大
輔
詠
（
B
）
＝

（
B’
）
の
三
句
「
あ
か
ざ
り
し
」
と
対
応
す
る
の
は
（
A
）
の
「
あ
か
で
」
の

方
で
あ
り
、
頼
政
詠
の
原
型
は
『
大
輔
集
』（
A
）
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
一
方
、
大
輔
詠
（
B
）
と
（
B’
）
は
初
句
と
二
句
が
異
な
る
。「
わ

れ
は
い
さ
」
と
い
う
詠
み
方
は
や
や
口
語
的
で
あ
り
、
そ
の
場
で
口
か
ら
出
た

よ
う
で
あ
る
の
に
対
し
、「
す
ぎ
に
け
る
た
め
し
」
と
い
う
表
現
は
口
語
的
な

印
象
が
取
れ
、
詠
歌
時
か
ら
距
離
を
置
い
た
表
現
に
見
え
る
。
推
測
の
域
を
出

な
い
の
だ
が
、
こ
れ
も
大
輔
が
家
集
編
纂
時
に
自
詠
を
改
稿
し
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
ま
た
『
大
輔
集
』
が
詞
書
を
必
要
最
低
限
の
簡
略
な
も
の
に
し
、
贈

答
相
手
の
名
を
明
記
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
頼
政
集
』
の
状
況
説
明
は
か
な

り
詳
細
で
、
人
々
が
戯
れ
る
風
雅
の
場
を
克
明
に
描
写
し
、
贈
答
相
手
の
女
房

の
名
は
記
さ
れ
な
い
。
女
性
の
名
を
明
記
せ
ず
、
単
に
「
女
房
」
と
記
す
態
度

は
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
『
隆
信
集
』
と
共
通
す
る
。
大
輔
が
純
粋
に
和
歌
の

記
録
を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
頼
政
は
人
々
が
詠
歌
に
興
じ
る
風
雅

の
場
と
、
そ
こ
に
身
を
置
く
自
己
を
描
く
こ
と
に
執
心
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
「
恋
に
さ
に
た
る
」
な
ど
の
表
現
か
ら
、
こ
こ
で
も
『
隆
信
集
』
同

様
、
恋
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
恋
を
匂

わ
せ
る
場
面
で
女
性
の
名
を
伏
せ
る
の
は
、
当
時
の
家
集
に
お
け
る
表
現
方
法

の
一
つ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
贈
答
の
時
期
は
、
大
輔
が
歌
壇
に
姿

を
現
し
た
と
思
し
き
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
か
ら
頼
政
が
没
し
た
治
承
四
年

（
一
一
八
〇
）
以
前
と
、
か
な
り
お
お
ま
か
に
し
か
示
せ
な
い
が
、
こ
の
間
、

大
輔
は
三
十
〜
五
十
歳
、
頼
政
は
五
十
七
〜
七
十
七
歳
で
あ
る
。
人
物
名
の
朧

化
に
は
、
こ
う
し
た
年
齢
的
な
現
実
性
を
取
り
除
く
効
果
も
あ
っ
た
ろ
う
。
大

輔
と
頼
政
の
贈
答
が
互
い
の
家
集
に
収
め
ら
れ
た
例
は
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
り
ま
さ
三
ゐ

（
A
）
こ
れ
を
み
よ
人
も
さ
こ
そ
は
つ
ま
ご
ひ
に
は
る
の
き
ぎ
す
の
な
れ
る
す

が
た
よ

（
B
）
と
に
か
く
に
か
り
の
う
き
よ
ぞ
あ
は
れ
な
る
は
る
の
き
ぎ
す
を
み
る
に

つ
け
て
も 

（
大
輔
集
Ⅰ
・
二
〇
二
〜
二
〇
三
）

あ
る
人
の
許
よ
り
、
千
鳥
を
つ
か
は
す
と
て
申
遣
は
し
け
る

（
A’
）
是
を
み
よ
人
も
さ
こ
そ
は
妻
こ
ふ
る
春
の
雉
の
な
れ
る
す
が
た
を

返
し
、
人
に
か
は
り
て
女
房
大
輔

（
B’
）
わ
れ
は
た
ゞ
か
り
の
う
き
世
ぞ
あ
は
れ
な
る
春
の
雉
子
の
な
れ
る
さ
ま

に
も 

（
頼
政
集
Ⅰ
・
六
五
七
〜
六
五
八
）

　
『
大
輔
集
』
の
方
は
詞
書
も
「
か
へ
し
」
も
無
く
、
書
写
の
過
程
で
そ
れ
ら

が
脱
落
し
て
し
ま
っ
た
と
思
し
い
。
だ
が
『
頼
政
集
』
に
よ
り
、
詠
歌
状
況
が



五
八

お
お
よ
そ
判
明
す
る
。『
頼
政
集
』
の
「
或
人
の
も
と
よ
り
」
と
い
う
の
は
そ

の
ま
ま
で
は
意
味
が
取
れ
な
い
た
め
、「
或
人
の
も
と
へ4

」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

頼
政
が
あ
る
人
に
和
歌
を
添
え
て
千
鳥
を
贈
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
人
に
代
わ
っ

て
大
輔
が
返
歌
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
見
し
て
『
頼
政
集
』
の
方

が
、
結
句
「
な
れ
る
す
が
た
を
」「
な
れ
る
さ
ま
に
も
」
が
対
応
し
て
お
り
、

原
型
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、（
B
）
結
句
は
「
み
る
に
つ
け
て
も
」

の
方
が
歌
意
は
取
り
や
す
い
。
こ
れ
以
上
の
推
測
は
難
し
い
が
、
こ
れ
も
大
輔

の
手
に
よ
る
自
詠
の
改
作
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
も
あ
れ
、
大
輔
の
歌
に
大
き

な
異
同
が
あ
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

四　

業
平
旧
跡
を
め
ぐ
る
贈
答
歌

　

最
後
に
、
大
輔
の
業
平
旧
跡
を
め
ぐ
る
贈
答
歌
を
確
認
し
て
い
く
。
大
輔
は

『
伊
勢
物
語
』
に
関
心
が
高
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
が
つ
き
の
十
日
こ
ろ
、す
み
よ
し
に
ひ
と
〳
〵
ぐ
し
て
ま
う
で
ゝ
、

は
ま
の
か
り
や
ご
も
め
づ
ら
し
く
て
、
つ
ぼ
ど
も
お
ほ
く
と
り
な
ら

べ
た
る
に

い
ち
の
つ
ぼ
を
ち
い
り
て
こ
そ
ゆ
か
し
け
れ
こ
の
よ
の
ほ
か
の
す
ま
ゞ
ほ

し
さ
に又

け
こ
の
う
つ
は
も
の
な
ど
を
き
つ
ゝ
、
し
ゐ
の
葉
に
も
ゝ
ら
ぬ
に

や
、
す
み
な
れ
た
る
さ
ま
ど
も
し
た
る
に

こ
と
は
り
や
を
の
が
さ
と
〳
〵
ふ
り
す
て
ゝ
す
み
よ
し
と
の
み
思
ひ
が
ほ

な
る

か
へ
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
京
権
大
夫
も
ろ
み
つ

宮
こ
を
ば
み
な
わ
す
れ
ぐ
さ
つ
み
つ
ら
ん
げ
に
す
み
よ
し
の
う
ら
の
す
ま

ゐ
に 

（
大
輔
集
Ⅰ
・
二
二
三
〜
二
二
五
）

　

傍
線
部
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
」
は
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
の
所
謂
「
筒

井
筒
」
の
一
節
を
引
い
て
い
る
。
ま
た
、
脱
落
の
た
め
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、

次
の
記
述
は
大
輔
が
『
伊
勢
物
語
』
ゆ
か
り
の
地
に
深
く
関
わ
ろ
う
と
し
た
形

跡
と
言
え
る
。

大
輔
〔
朽
〕
申
し
け
る
い
せ
物
語
の
こ
と
た
づ
ね
む
、
と
て
よ
び
侍

り
け
る
人
の
も
と
に
ま
か
り
て
、
か
へ
る
と
て
つ
つ
み
が
み
に
か
き

つ
け
侍
り
け
る 

法
橋
名
円　
　
　
　

い
せ
の
う
み
の
ち
ひ
ろ
の
そ
こ
は
し
ら
ね
ど
も
く
る
ば
か
り
な
る
あ
ま
の

た
く
な
は 

（
楢
葉
集
・
九
一
〇
）

　

こ
の
よ
う
に
大
輔
が
業
平
ゆ
か
り
の
地
を
熱
心
に
巡
っ
て
い
た
こ
と
は
、
次

の
贈
答
か
ら
も
判
明
す
る
。
な
お
、
こ
の
贈
答
は
『
寂
蓮
集
』
に
も
残
る
。

な
ら
の
ほ
と
け
を
が
み
に
ま
ゐ
り
た
る
つ
い
で
に
、
ざ
い
中
将
の

だ
う
、
お
き
つ
し
ら
な
み
心
に
か
け
ゝ
る
す
み
か
な
ど
み
て
、
ぐ

し
た
る
人
の
も
と
へ
つ
か
は
し
ゝ

（
A
）
し
ほ
れ
た
る
花
の
に
ほ
ひ
を
と
ゞ
め
け
ん
な
ご
り
身
に
し
む
す
ま
ゐ
を

ぞ
思
ふか

へ
し 

入
道
し
や
れ
ん

（
B
）
い
に
し
へ
の
な
ご
り
も
こ
ひ
し
た
つ
た
山
よ
は
に
こ
え
け
ん
や
ど
の
け



『
殷
富
門
院
大
輔
集
』
の
編
纂
態
度

五
九

し
き
は 

（
大
輔
集
Ⅰ
・
二
一
六
〜
二
一
七
）

昔
、
業
平
朝
臣
河
内
国
高
安
の
郡
に
か
よ
ひ
け
る
比
、
奥
津
白
波

心
に
か
け
く
る
古
郷
、
所
の
人
、
中
将
の
か
き
こ
ち
と
な
ん
申
つ

た
へ
て
、
今
に
侍
る
を
、
中
の
春
の
十
日
余
り
に
、
諸
共
に
見
に

ま
か
り
た
る
人
の
許
よ
り

（
A’
）
折
花
の
匂
の
こ
れ
る
故
郷
の
心
に
し
み
し
名
残
を
ぞ
思
ふ

返
し

（
B’
）
い
に
し
へ
の
名
残
も
か
な
し
龍
田
山
夜
半
に
思
ひ
し
宿
の
気
色
は

（
寂
蓮
集
Ⅰ
・
七
二
〜
七
三
）

　

大
輔
詠
（
A
）
と
（
A’
）
は
語
句
に
相
当
の
異
同
が
あ
り
、
同
じ
歌
と
見
な

す
の
が
躊
躇
わ
れ
る
程
で
あ
る
。
し
か
し
詞
書
に
あ
る
詠
歌
状
況
は
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
し
、
寂
蓮
の
返
歌
（
B
）
と
（
B’
）
は
同
じ
歌
と
判
断
で
き
る
た
め
、

（
A
）
と
（
A’
）
も
元
は
同
じ
一
首
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
差

異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
記
憶
違
い
で
は
な
く
、
意
図
的
に
手
を
加
え
た
可

能
性
が
高
い
。（
A
）
の
「
し
ほ
れ
た
る
花
」、（
A’
）
の
「
匂
の
こ
れ
る
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
『
古
今
和
歌
集
』「
仮
名
序
」
の
「
あ
り
は
ら
の
な
り
ひ
ら
は
そ
の

心
あ
ま
り
て
こ
と
ば
た
ら
ず
、
し
ぼ
め
る
花
の
い
ろ
な
く
て
に
ほ
ひ
の
こ
れ

る
が
ご
と
し
」
を
引
い
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
改
作
後
の
歌
か
は
判
断
が
難
し
い

が
、『
大
輔
集
』（
A
）
の
方
が
推
敲
さ
れ
た
後
の
感
が
あ
る
。
と
言
う
の
も
、 

（
A
）
で
は
、
初
句
「
し
ほ
れ
た
る
花
」
が
「
仮
名
序
」
の
表
現
「
し
ぼ
め
る

花
」
を
す
ぐ
さ
ま
想
起
さ
せ
、「
し
ほ
れ
た
る
花
（
業
平
）」
の
旧
跡
と
い
う
点

が
前
面
に
出
て
い
る
。
ま
た
結
句
で
「
す
ま
ゐ
」
と
い
う
語
が
あ
る
こ
と
に
よ

り
、
詞
書
の
「
す
み
か
」、（
B
）
の
「
宿
」
と
の
連
携
も
と
れ
、
業
平
の
旧
宅

を
訪
れ
た
事
実
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
。
一
方
（
A’
）
で
は
、「
匂
の
こ
れ
る
」

が
「
仮
名
序
」
の
表
現
を
引
い
て
い
る
も
の
の
、
初
句
「
折
花
」
が
業
平
の
比

喩
で
あ
る
こ
と
は
、（
A
）
の
「
し
ほ
れ
た
る
花
」
に
比
べ
る
と
分
か
り
に
く

い
。
ま
た
『
隆
信
集
』『
頼
政
集
』
の
例
同
様
、
こ
こ
で
も
大
輔
詠
に
相
当
の

異
同
が
あ
る
点
を
鑑
み
る
と
、
こ
の
寂
蓮
と
の
贈
答
歌
で
も
大
輔
が
自
詠
を
改

め
た
可
能
性
を
提
示
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
大
輔
詠
に
大
き
な
異
同
が
あ
る
例

は
他
に
も
あ
る
。

こ
の
つ
い
で
に
、
ざ
い
中
将
は
な
の
こ
ろ
す
み
か
な
ど
、
ふ
る
き

あ
と
ゞ
も
た
づ
ね
ゆ
き
て
、
ひ
と
〳
〵
う
た
な
ど
よ
み
て
か
へ
り

て
、
こ
の
経
く
や
う
し
つ
る
人
の
も
と
よ
り　
　

 

じ
ち
え
い
と
く
ご
ふ

（
A
）
む
か
し
を
ば
こ
ひ
つ
ゝ
な
き
て
か
へ
り
き
ぬ
た
れ
か
は
け
ふ
を
ま
た
し

の
ぶ
べ
き

か
へ
し

（
B
）
た
れ
か
ま
た
け
ふ
を
し
の
ば
ん
む
れ
ゐ
つ
る
ち
け
か
う
へ
の
と
も
な
ら

ず
し
て 

（
大
輔
集
Ⅰ
・
二
三
六
〜
二
三
七
）

元
暦
二
年
五
月
な
ら
の
人
人
殷
富
門
院
大
輔
に
さ
そ
は
れ
て
、
お
な

じ
人
の
は
か
に
ま
か
り
て
、
そ
と
ば
た
て
て
か
へ
り
け
る
に
、
大
輔
は

や
が
て
太
子
の
み
は
か
ざ
ま
に
ま
う
で
け
る
が
、
か
の
た
か
や
す
の

か
た
な
が
め
や
り
て
う
ち
や
す
む
ほ
ど
に
、
実
叡
法
師
が
も
と
よ
り

（
A’
）
む
か
し
を
ば
こ
ひ
つ
つ
と
も
に
か
へ
り
き
ぬ
た
れ
か
は
け
ふ
を
ま
た
し



六
〇

の
ぶ
べ
き

か
へ
し 

大
輔

（
B’
）
げ
に
た
れ
か
け
ふ
を
し
の
ば
む
む
れ
ゐ
つ
つ
の
べ
の
く
さ
ば
の
つ
ゆ
の

み
に
し
て 

（
楢
葉
集
・
九
二
八
〜
九
二
九
）

　

両
集
を
比
較
す
る
と
、（
B
）
＝
（
B’
）
の
大
輔
詠
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
。

『
楢
葉
集
』
の
成
立
は
、
跋
文
に
よ
る
と
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
六
月
五
日

と
あ
り
、『
大
輔
集
』
の
成
立
か
ら
は
時
が
経
っ
て
い
る
。
ま
た
集
の
編
纂
資

料
な
ど
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
例
と
同
様
に
は
比
較
し
難

い
。
ま
た
、『
大
輔
集
』（
B
）
四
句
目
も
脱
落
が
あ
る
の
か
意
味
が
取
り
に
く

く
、
両
集
の
比
較
は
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
に

確
認
し
て
き
た
例
と
同
じ
く
、
大
輔
詠
に
か
な
り
の
異
同
が
あ
り
、
大
輔
に
よ

る
自
詠
改
作
の
可
能
性
を
提
示
す
る
に
留
め
て
お
く
。

五　

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
『
大
輔
集
』
収
載
贈
答
歌
で
、
他
家
集
に
も
収
め
ら
れ
て

い
る
歌
を
比
較
検
討
し
て
き
た
。
ま
ず
『
隆
信
集
』
と
の
比
較
で
は
、
大
輔
詠

の
み
に
大
き
な
異
同
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
ゆ
く

秋
の
別
れ
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
関
連
す
る
贈
答
歌
を
ま
と
め
る
た
め
の
、

大
輔
自
身
に
よ
る
改
作
の
結
果
と
位
置
づ
け
た
。
一
方
で
『
隆
信
集
』
は
和
歌

の
改
作
と
い
う
よ
り
は
、
詞
書
や
人
物
呼
称
の
朧
化
に
よ
り
自
己
を
美
化
し
、

演
出
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。『
頼
政
集
』
と
の
比
較
で
は
、
大
輔
詠
、
頼
政

詠
双
方
に
異
同
が
見
ら
れ
た
が
、
大
輔
詠
に
関
し
て
は
『
頼
政
集
』
収
載
歌

の
方
に
同
語
の
繰
り
返
し
が
あ
り
、
贈
答
当
時
の
原
型
を
留
め
て
い
る
と
考
え

た
。
そ
し
て
『
大
輔
集
』
収
載
大
輔
詠
は
、
大
輔
が
家
集
編
纂
時
に
古
歌
や
先

行
歌
を
参
考
に
し
て
改
作
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
詞
書

も
『
頼
政
集
』
に
比
べ
簡
潔
な
も
の
が
多
く
、
純
粋
に
和
歌
を
記
録
す
る
こ
と

に
重
き
を
置
い
た
家
集
と
言
え
よ
う
。
ま
た
『
大
輔
集
』『
頼
政
集
』
と
も
に
、

類
似
す
る
語
句
が
連
続
し
て
配
列
さ
れ
る
例
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
ら
は
偶
然

と
は
言
い
難
く
、
言
葉
の
連
想
に
よ
る
配
列
が
、
当
時
の
家
集
に
お
け
る
配
列

方
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
業
平
旧
跡
を
め
ぐ
る
寂
蓮
、

実
叡
と
の
贈
答
歌
で
は
、
大
輔
歌
に
か
な
り
大
き
な
異
同
が
見
ら
れ
た
が
、
こ

れ
ま
で
の
例
と
併
せ
て
考
え
、
こ
れ
ら
も
大
輔
の
手
に
よ
る
改
稿
と
想
定
し

た
。『
大
輔
集
』
と
他
家
集
を
比
較
す
る
と
、
総
じ
て
大
輔
詠
に
相
当
の
異
同

が
見
ら
れ
る
例
が
多
く
、
そ
れ
ら
は
大
輔
自
身
の
手
に
よ
る
、
自
詠
改
作
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
は
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
贈
答
歌
群
の
中
に

同
語
を
繰
り
返
し
て
全
体
を
ま
と
め
た
り
、
古
歌
や
先
行
歌
、
先
行
作
品
な
ど

を
参
考
に
手
を
加
え
た
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

か
つ
て
拙
稿
で
は
、
実
定
の
『
林
下
集
』
は
弟
実
家
の
歌
を
大
胆
に
改
作

し
、
実
際
と
は
贈
答
順
序
も
入
れ
替
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
当

時
の
家
集
編
纂
に
お
い
て
、
他
人
詠
に
手
を
加
え
る
と
い
う
行
為
が
十
分
あ
り

得
た
こ
と
に
言
及
し
た
）
₁₀
（

。
だ
が
大
輔
の
場
合
、
他
人
詠
の
大
幅
な
改
作
は
行
っ

て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
実
定
、
実
家
の
事
例
は
、
同
母
の
兄

弟
と
い
う
極
め
て
近
し
い
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
よ
う
か
。
た
だ



『
殷
富
門
院
大
輔
集
』
の
編
纂
態
度

六
一

し
、
大
輔
が
他
人
詠
に
手
を
加
え
た
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
で
き
ま
い
。
本

稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
今
後
は
『
隆
信
集
』『
頼
政
集
』

『
寂
蓮
集
』
の
編
纂
態
度
も
併
せ
て
考
え
つ
つ
、
大
輔
の
他
人
詠
改
作
の
可
能

性
を
探
り
た
い
。

　

こ
う
し
た
私
家
集
編
纂
過
程
に
お
け
る
意
図
的
な
改
作
に
関
し
て
は
、
個
別

的
事
例
の
検
討
は
勿
論
、
同
時
代
の
複
数
の
事
例
を
複
合
的
に
考
察
す
る
こ
と

で
、
当
時
の
私
家
集
編
纂
の
方
法
や
傾
向
が
解
明
さ
れ
よ
う
。
今
後
さ
ら
に
検

討
を
進
め
、平
安
末
期
に
お
け
る
私
家
集
編
纂
に
つ
い
て
考
究
し
て
い
き
た
い
。

注

（
１
）　

拙
稿
「『
林
下
集
』『
実
家
集
』
と
諸
家
集
│
平
安
末
期
の
私
家
集
編
纂
意
識
一
斑
│
」

（『
国
文
学
研
究
』
一
七
六　

二
〇
一
五
年
六
月
）。

（
２
）　
『
大
輔
集
』
と
大
輔
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
保
坂
都
「
殷
富
門
院
大
輔
の
伝

記
と
歌
」（『
学
苑
』
二
二
六　

一
九
五
九
年
一
月
）、
森
本
元
子
「『
殷
富
門
院
大
輔

集
』
の
形
態
と
成
立
」（『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
』
一
七　

一
九
六
四
年

十
一
月
。『
私
家
集
の
研
究
』（
明
治
書
院　

一
九
六
六
年
）
収
録
）、
平
間
千
秋
「
殷

富
門
院
大
輔
の
和
歌
活
動
に
つ
い
て
│
後
半
期
を
中
心
に
│
」（『
古
典
論
叢
』
一
五　

一
九
八
五
年
六
月
）、
森
本
元
子
『
殷
富
門
院
大
輔
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

一
九
九
三

年
）、
久
保
田
淳
「
殷
富
門
院
大
輔
の
南
都
巡
礼
歌
に
つ
い
て
│
南
都
巡
礼
記
の
『
后

宮
』
に
関
連
し
て
│
」（『
中
世
和
歌
史
の
研
究
』
明
治
書
院　

一
九
九
三
年
）、
村
尾

誠
一
「
殷
富
門
院
大
輔
の
南
都
巡
礼
歌
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』

五
八　

一
九
九
九
年
三
月
）、
拙
稿
「
亮
子
内
親
王
家
の
女
房
た
ち
│
殷
富
門
院
大
輔

の
周
辺
│
」（『
国
文
学
研
究
』
一
六
二　

二
〇
一
〇
年
十
月
）
等
。
ま
た
日
本
文
学

web

図
書
館
・
辞
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
「
殷
富
門
院
大
輔
」（
家
永
香
織
執
筆
）、「
殷
富

門
院
大
輔
集
」（
家
永
香
織
執
筆
）
も
参
照
。

（
３
）　
『
大
輔
集
』
一
類
本
（『
新
編
私
家
集
大
成
』
大
輔
Ⅰ
）
の
伝
本
と
し
て
は
、
書
陵
部

蔵
本
（
五
〇
一
・
一
三
七
）
と
、
そ
の
親
本
で
あ
る
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
が
あ
る
。

（
４
）　
『
大
輔
集
』
二
類
本
（『
新
編
私
家
集
大
成
』
大
輔
Ⅱ
）
の
伝
本
は
、
丹
鶴
叢
書
所
収

本
、
群
書
類
従
本
、
三
手
文
庫
本
、
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
本
な
ど
が
あ
る
。

（
５
）　

隆
信
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
井
上
宗
雄
「
常
磐
三
寂
年
譜
考
│
付
範
玄
・
三

河
内
侍
・
隆
信
略
年
譜
│
」（『
国
文
学
研
究
』
二
一　

一
九
五
八
年
三
月
。『
平
安
後

期
歌
人
伝
の
研
究
（
増
補
版
）』（
笠
間
書
院　

一
九
八
八
年
）
収
録
）、
樋
口
芳
麻

呂
「
う
き
な
み
物
語
考
」（『
国
語
国
文
』
三
九　

一
九
七
〇
年
二
月
）、
樋
口
芳
麻
呂

「
隆
信
と
右
京
大
夫
の
恋
」（『
愛
知
教
育
大
学
国
語
国
文
学
報
』
三
〇　

一
九
七
六
年

十
一
月
）、
中
村
文
「
藤
原
隆
信
年
譜　

付
・
そ
の
和
歌
に
つ
い
て
」（『
立
教
大
学
日

本
文
学
』
三
八　

一
九
七
七
年
七
月
。『
後
白
河
院
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』（
笠
間
書

院　

二
〇
〇
五
年
）
収
録
）、
家
永
香
織
「
藤
原
隆
信
伝
の
問
題
│
類
従
本
系
『
隆
信

集
』
三
五
三
番
〜
三
五
九
番
歌
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
解
釈
』
三
九　

一
九
九
三
年
二

月
。『
転
換
期
の
和
歌
表
現
│
院
政
期
和
歌
文
学
の
研
究
│
』（
青
簡
舎　

二
〇
一
二

年
）
収
録
）、
樋
口
芳
麻
呂
『
隆
信
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

二
〇
〇
一
年
）、
樋
口
芳

麻
呂
「
藤
原
隆
信
と
そ
の
家
集
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
八
五　

二
〇
〇
二
年
十
二
月
）

等
。
ま
た
日
本
文
学web

図
書
館
・
辞
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
「
藤
原
隆
信
」（
中
村
文
執

筆
）、「
隆
信
集
」（
中
村
文
執
筆
）
も
参
照
。

（
６
）　

森
本
元
子
『
殷
富
門
院
大
輔
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

一
九
九
三
年
）。

（
７
）　

日
本
文
学web

図
書
館
・
辞
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
「
寂
蓮
」（
安
井
重
雄
執
筆
）
参
照
。

（
８
）　

頼
政
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
川
田
順
『
源
三
位
頼
政
』（
春
秋
社　

一
九
五
八

年
）、
森
本
元
子
「
歌
人
源
頼
政
と
そ
の
家
集
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
八　

一
九
五
九

年
九
月
。『
私
家
集
の
研
究
』（
明
治
書
院　

一
九
六
六
年
）
収
録
）、
多
賀
宗
隼
『
源

頼
政
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
三
年
）、
渡
辺
雅
子
「
源
三
位
頼
政
の
生
涯
と
和
歌
」

（『
北
見
大
学
論
集
』
一　

一
九
七
八
年
十
月
）、
上
条
彰
次
「
武
家
歌
人
源
頼
政
論
」

（『
静
岡
女
子
大
学
国
文
研
究
』
一
八　

一
九
八
五
年
三
月
）、
井
上
宗
雄
『
平
安
後
期

歌
人
伝
の
研
究
（
増
補
版
）』（
笠
間
書
院　

一
九
八
八
年
）、
小
林
保
治
「
頼
政
像
の

虚
構
性
」（『
国
語
と
国
文
学
』
八
一

－

一　

二
〇
〇
四
年
一
月
）、
錦
織
周
一
「
歌
人



六
二

と
し
て
の
源
三
位
頼
政
の
生
涯
」（『
源
三
位
頼
政
集
全
釈
』　

二
〇
一
〇
年
一
月
）
等
。

ま
た
日
本
文
学web

図
書
館
・
辞
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
「
源
頼
政
」（
山
田
洋
嗣
執
筆
）

も
参
照
。

（
９
）　

注
（
６
）
森
本
著
書
。

（
10
）　

注
（
１
）
拙
稿
。

※ 

私
家
集
の
引
用
は
『
新
編
私
家
集
大
成
』
に
拠
り
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
改
め
、
私
に
清

濁
を
付
し
た
。
そ
の
他
の
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。


