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三
代
集
に
お
け
る
紀
貫
之
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

―
詞
書
を
た
よ
り
に
―
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は
じ
め
に

『
古
今
和
歌
集
』『
後
撰
和
歌
集
』『
拾
遺
和
歌
集
』の
い
わ
ゆ
る
三
代
集
に
お
い
て
、 

紀
貫
之
は
一
貫
し
て
最
多
入
集
歌
人
の
地
位
を
保
っ

て
い
る
。
本
発
表
で
は
こ
れ
ら
三
代
集
に
お
け
る
貫
之
の
位
置
づ
け
を
和
歌
集
の
構
造
の
な
か
で
、
と
く
に
詞
書
に
注
意
を
払
い
な
が
ら

再
評
価
す
る
こ
と
で
、
貫
之
が
平
安
中
期
の
文
学
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
考
え
る
一
助
と
し
た
い
。
な
お
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
紀

貫
之
が
実
際
そ
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
の
は
『
古
今
集
』
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
古
今
集
』
に
お
け
る
貫
之
の
位
置
づ
け
に
は
貫
之

自
身
の
意
図
を
透
か
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、『
後
撰
集
』
と
『
拾
遺
集
』
に
お
け
る
そ
れ
か
ら
は
後
世
の
貫
之
受
容
を
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
、『
古
今
集
』
の
貫
之

紀
貫
之
（
八
七
一
頃
〜
九
四
六
頃
）
は
『
古
今
集
』（
九
〇
五
年
成
立
）
の
主
要
な
撰
者
で
あ
っ
た
。
撰
者
に
は
壬
生
忠
岑
、
凡
河
内

躬
恒
に
加
え
、
貫
之
の
従
兄
で
最
年
長
の
紀
友
則
も
い
た
が
、
こ
の
友
則
が
編
纂
の
途
次
で
病
に
倒
れ
て
以
来
、
主
導
的
な
立
場
に
あ
っ

た
の
は
貫
之
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
貫
之
の
歌
が
、『
古
今
集
』で
は
群
を
抜
い
て
多
い
。
藤
原
俊
成
に
よ
っ
て
本
文
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
墨
滅
歌
を
含
め
て
考
え
る
と
、
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全
一
一
一
一
首
の
う
ち
、
実
に
九
％
を
超
え
る
一
〇
二
首
が
貫
之
の
歌
で
あ
る
。
撰
者
た
ち
は
い
ず
れ
も
多
く
の
歌
を
入
集
さ
せ
て
い

る
が
、
二
番
目
に
多
い
凡
河
内
躬
恒
で
も
六
〇
首
で
あ
り
、
三
番
目
の
紀
友
則
は
四
六
首
、
四
番
目
の
壬
生
忠
岑
は
三
六
首
に
過
ぎ
な

い
の
で
、
い
か
に
貫
之
の
歌
の
数
が
突
出
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。

以
下
で
は
、
議
論
の
焦
点
を
劈
頭
の
巻
で
あ
る
春
歌
の
上
下
巻
に
絞
っ
て
み
た
い
。「
ハ
レ
の
歌
集
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
『
古

今
集
』
の
な
か
で
も
、
新
年
で
あ
り
出
世
の
季
節
で
あ
る
春
の
歌
を
集
め
た
こ
の
巻
に
は
、
と
く
に
興
味
深
い
歌
が
多
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
巻
に
も
当
然
な
が
ら
貫
之
の
歌
は
多
く
、
上
巻
で
は
六
八
首
の
う
ち
一
一
首
を
占
め
、
下
巻
に
至
っ
て
は
六
六
首
の
う
ち

一
三
首
と
、
実
に
二
割
近
い
。

『
古
今
集
』
で
最
初
に
登
場
す
る
貫
之
の
歌
は
、
二
番
の
歌
で
あ
る
。
一
番
の
在
原
元
方
の
歌
と
共
に
引
く
。

　
　

ふ
る
年
に
春
立
ち
け
る
日
よ
め
る

年
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
ひ
と
と
せ
を
去
年
と
や
い
は
む
今
年
と
や
い
は
む

（
在
原
元
方
、
春
上
、
一
）

　
　

春
立
ち
け
る
日
よ
め
る

袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む

（
貫
之
、
春
上
、
二
）

立
春
に
関
わ
る
詞
書
を
持
つ
歌
は
こ
の
二
首
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
い
。

元
方
の
歌
の
詞
書
は
、
ま
だ
暦
で
は
旧
年
の
う
ち
に
春
が
訪
れ
た
こ
と
を
歌
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、《
ま
だ
暦
の
上
で
は
年
が
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変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
春
が
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
現
在
を
「
去
年
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
「
今
年
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
が
わ
か
ら
な
い
》
と

い
う
歌
の
内
容
も
、
そ
の
詞
書
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
貫
之
の
歌
の
詞
書
で
は
「
ふ
る
年
に
」
の
部
分
が
落
ち
て
お
り
、
こ

れ
が
名
実
と
も
に
春
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
二
首
を
表
現
の
次
元
で
突
き
合
わ
せ
て
み
て
も
、
や
は
り
新
旧
の
対
立
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

元
方
の
歌
は
内
容
と
し
て
は
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、『
万
葉
集
』
に
も
同
様
の
歌
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
貫
之
の
歌
は
、
下
の

句
に
『
礼
記
』
月
令
を
引
き
な
が
ら
、
上
の
句
に
は
和
歌
な
ら
で
は
の
表
現
を
盛
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
よ
り
技
巧
的
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
「
古
今
歌
風
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
形
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
貫
之
の
歌
は
、
季
節
の
面
で
も
完
全
に
新
し
い
春
を
詠
ん
で
お
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
表
現
の
面
で
も
新
時
代
ら
し
い

特
徴
を
持
つ
と
い
う
点
で
、
事
実
上
『
古
今
集
』
の
幕
を
開
け
る
歌
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
元
方
の
歌
と
の
詞
書
の
差

異
も
、
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

次
に
、
以
下
の
三
首
を
見
て
み
た
い
。

春
日
野
の
若
菜
摘
み
に
や
白
妙
の
袖
ふ
り
は
へ
て
人
の
ゆ
く
ら
む

（
紀
貫
之
、
春
上
、
二
二
）

わ
が
せ
こ
が
衣
は
る
さ
め
降
る
ご
と
に
野
辺
の
み
ど
り
ぞ
色
ま
さ
り
け
る

（
同
、
二
五
）

桜
花
咲
き
に
け
ら
し
な
あ
し
ひ
き
の
山
の
峡
よ
り
見
ゆ
る
白
雲

（
同
、
五
九
）
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こ
の
三
首
の
詞
書
は
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
歌
た
て
ま
つ
れ
」
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
時
、
よ
み
て
た
て
ま
つ
れ
る

で
あ
る
。
帝
、
つ
ま
り
醍
醐
天
皇
に
乞
わ
れ
て
、
歌
を
献
上
し
た
と
い
う
意
味
の
こ
の
詞
書
は
、
か
な
り
直
接
的
に
、
貫
之
の
権
威
を

保
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
詞
書
を
持
つ
歌
は
、『
古
今
集
』
の
全
体
で
四
首
し
か
存
在
し
な
い
。
も
う
一
首
は
、

行
く
年
の
惜
し
く
も
あ
る
か
な
真
澄
鏡
見
る
影
さ
へ
に
く
れ
ぬ
と
思
へ
ば

（
貫
之
、
冬
、
三
四
二
）

で
あ
り
、
こ
れ
も
貫
之
の
歌
で
あ
る
。
春
の
巻
の
三
首
は
、
い
ず
れ
も
い
か
に
も
春
ら
し
い
風
景
と
、
新
年
の
喜
び
、
出
世
へ
の
期
待

な
ど
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
し
、
冬
の
歌
は
、
一
年
が
終
わ
る
そ
の
瞬
間
の
哀
切
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
春
の
歌
、

冬
の
歌
で
あ
っ
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
四
首
が
そ
の
他
の
歌
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
主
張
で
き
る
根
拠
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
こ
の
詞
書
は
、
む
し
ろ
「
貫
之
だ
け
が
帝
か
ら
直
接
に
歌
を
乞
わ
れ
た
の
だ
」
と
い
う
演
出
の
た
め
に
こ
そ
挿
入
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
も
そ
も
勅
撰
集
そ
の
も
の
が
帝
の
命
令
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
以
上
、
言
っ
て
み
れ
ば
す
べ
て
の

歌
が
帝
に
献
上
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
貫
之
の
歌
に
の
み
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
詞
書
を
つ
け
る
に
は
、
相
当
の
意
図
が
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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な
お
冬
歌
の
巻
の「
行
く
年
の
〜
」の
歌
は
四
季
を
締
め
く
く
る
最
後
の
歌
で
も
あ
る
。
貫
之
の
歌
が
巻
の
最
後
に
来
る
の
は『
古
今
集
』

で
こ
の
箇
所
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
、
あ
た
か
も
帝
の
お
墨
付
き
を
得
た
貫
之
の
歌
が
、
四
季
の
歌
と
い
う
一
年
の
円
環
を
閉

ざ
す
位
置
に
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

『
古
今
集
』
の
春
歌
の
巻
で
最
後
に
注
目
し
た
い
の
は
、
以
下
の
歌
で
あ
る
。

　
　

亭
子
院
歌
合
の
歌

桜
花
散
り
ぬ
る
風
の
な
ご
り
に
は
水
な
き
空
に
波
ぞ
立
ち
け
る

（
貫
之
、
春
下
、
八
九
）

　
　

寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌

春
の
野
に
若
菜
つ
ま
む
と
来
し
も
の
を
散
り
か
ふ
花
に
道
は
ま
ど
ひ
ぬ

（
同
、
一
一
六
）

　
　

寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌

吹
く
風
と
谷
の
水
と
し
な
か
り
せ
ば
み
山
が
く
れ
の
花
を
見
ま
し
や

（
同
、
一
一
八
）

こ
れ
ら
の
三
首
に
付
さ
れ
た
「
亭
子
院
歌
合
の
歌
」
お
よ
び
「
寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌
」
と
い
う
詞
書
は
、
単
純
に
そ
の
歌

の
初
出
を
示
す
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ま
ず
「
寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
」
は
、「
皇
太
夫
人
班
子
女
王
歌
合
」
と
も
呼
ば
れ
、 
八
九
三
年
（
寛
平
五
）
に
開
催
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
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こ
の
年
に
は
遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ
、
漢
詩
と
和
歌
を
対
置
さ
せ
た
『
新
撰
万
葉
集
』
が
編
ま
れ
る
な
ど
、
ま
さ
に
和
歌
が
宮
中
の
知
的

営
為
の
中
心
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
は
じ
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。
貫
之
は
こ
の
歌
合
に
二
十
代
前
半
で
参
加
し
、
事
実
上
の
デ
ビ
ュ
ー

を
飾
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
歌
合
か
ら
の
歌
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
貫
之
は
和
歌
の
隆
盛
を
支
え
た
歌
人
と
し
て
の
像
を
獲
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
興
味
深
い
こ
と
に
、「
吹
く
風
と
〜
」
の
歌
は
、
現
行
の
「
寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
」
に
は
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
様
々
な
原
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
貫
之
の
像
を
担
保
す
る
た
め
に
、
作
為
的
に
つ
け
ら
れ
た
詞
書
で
あ
る
と
い
う
可

能
性
も
無
視
で
き
な
い
。

次
に
「
亭
子
院
歌
合
」
だ
が
、
こ
ち
ら
は
九
一
三
年
（
延
喜
一
三
）
年
三
月
一
三
日
に
宇
多
法
皇
に
よ
り
主
催
さ
れ
た
歌
合
で
、
後

世
の
歌
合
に
も
影
響
を
与
え
る
な
ど
、
高
く
評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
古
今
集
』
に
こ
の
歌
合
の
歌
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

取
り
も
直
さ
ず
最
初
の
成
立
か
ら
少
な
く
と
も
八
年
を
経
て
補
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
も
特
定
の
歌
人
の
評
価
に
直
結

す
る
詞
書
で
あ
る
と
言
え
る
。

「
亭
子
院
歌
合
の
歌
」
並
び
に
「
寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌
」
と
い
う
詞
書
を
持
つ
の
は
貫
之
の
歌
だ
け
で
は
な
い
が
、そ
れ
で
も
、

こ
れ
ま
で
に
見
た
複
数
の
詞
書
と
あ
い
ま
っ
て
、
貫
之
の
評
価
を
高
め
る
役
に
立
っ
て
い
る
。

二
、『
後
撰
集
』
の
貫
之

『
後
撰
集
』が
九
五
三
年（
天
暦
七
）頃
に
成
立
し
た
際
、貫
之
は
す
で
に
没
し
て
い
た
。
し
か
し
貫
之
の
歌
は『
後
撰
集
』で
も
最
も
多
く
、

一
四
二
五
首
の
う
ち
八
二
首
を
占
め
る
。
こ
こ
で
も
、
春
歌
の
上
中
下
巻
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
こ
に
は
、
貫
之
の
歴
史

化
と
も
言
う
べ
き
演
出
が
施
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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延
喜
御
時
、
歌
め
し
け
る
に
、
た
て
ま
つ
り
け
る

春
霞
た
な
び
き
に
け
り
久
方
の
月
の
桂
も
花
や
さ
く
ら
ん

（
貫
之
、
春
上
、
一
八
）

こ
れ
が
貫
之
最
初
の
歌
で
あ
る
。
さ
っ
そ
く
、「
延
喜
年
間
に
帝
に
請
わ
れ
て
献
じ
た
歌
」
と
い
う
意
味
の
詞
書
が
つ
い
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。『
後
撰
集
』
で
は
貫
之
の
よ
う
な
専
門
家
人
と
、
よ
り
私
的
な
歌
を
詠
ん
だ
権
門
歌
人
が
同
居
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
さ
っ
そ
く
貫
之
は
専
門
歌
人
ら
し
さ
を
発
揮
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

次
に
、
春
上
の
巻
の
最
後
の
一
首
を
引
く
。

　
　

兼
輔
朝
臣
の
ね
や
の
前
に
、
紅
梅
を
植
へ
て
侍
け
る
を
、
三
年
ば

　
　

か
り
の
の
ち
花
咲
き
な
ど
し
け
る
を
、
女
ど
も
そ
の
枝
を
折
り
て
、

　
　

簾
の
内
よ
り
「
こ
れ
は
、
い
か
が
」
と
言
ひ
い
だ
し
て
侍
け
れ
ば

春
ご
と
に
咲
き
ま
さ
る
べ
き
花
な
れ
ば
今
年
も
ま
た
あ
か
ず
と
ぞ
見
る

　
　
　
　
　
　

は
じ
め
て
宰
相
に
な
り
て
侍
け
る
年
に
な
ん

（
貫
之
、
春
上
、
四
六
）

藤
原
兼
輔
の
妻
が
い
る
建
物
の
ま
え
に
梅
を
植
え
た
が
、
そ
れ
が
花
を
咲
か
せ
た
。
女
房
た
ち
が
そ
れ
を
見
せ
、
感
想
を
求
め
た
の



（8）− 215 −

に
対
し
、
貫
之
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
が
詞
書
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

《
き
っ
と
春
ご
と
に
す
ば
ら
し
さ
を
増
し
て
ゆ
く
花
で
し
ょ
う
か
ら
、
今
年
も
飽
き
る
こ
と
の
な
い
そ
の
美
し
さ
に
見
と
れ
て
い
ま
す
》

と
い
う
そ
の
歌
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
藤
原
兼
輔
の
将
来
を
祝
福
す
る
も
の
で
あ
る
。
紫
式
部
の
曾
祖
父
に
当
た
る
兼
輔
は
歌
人
で
あ
る
と
と

も
に
天
皇
の
側
近
で
あ
り
、
従
兄
弟
で
あ
る
藤
原
定
方
と
共
に
、『
古
今
集
』
を
撰
進
し
た
後
の
貫
之
に
活
躍
の
場
を
与
え
た
強
力
な
後
援

者
で
あ
る
。
そ
の
兼
輔
が
延
喜
二
十
一
年
、
参
議
と
な
っ
た
春
に
、
貫
之
は
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
。
そ
れ
は
左
注
に
あ
る
通
り
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、 

詞
書
や
左
注
を
取
り
払
え
ば
、こ
の
歌
は
恋
の
歌
と
も
な
る
。《
あ
な
た
は
春
ご
と
に
美
し
く
な
っ
て
ゆ
く
で
し
ょ
う
か
ら
、

私
は
飽
き
る
こ
と
な
く
そ
の
美
し
さ
に
見
と
れ
て
い
ま
す
》
と
い
う
よ
う
に
。
し
か
し
貫
之
の
歴
史
化
を
行
う
『
後
撰
集
』
は
、
ま
る

で
そ
の
よ
う
な
読
み
を
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
詞
書
に
左
注
ま
で
添
え
、
貫
之
が
兼
輔
と
い
う
有
力
者
と
親

し
い
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
古
今
集
』
で
在
原
業
平
の
歌
の
多
く
に
長
い
詞
書
が
伴
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
長
く
、
物
語
的
な
詞
書
は
、

そ
れ
だ
け
で
も
そ
の
歌
人
を
引
き
立
て
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
歌
人
に
は
、
物
語
の
主
人
公
と
な
る
だ
け
の
魅
力
が
あ
る
。

春
中
の
巻
に
移
る
と
、
次
の
歌
が
目
を
引
く
。

　
　

壬
生
忠
岑
が
左
近
の
番
長
に
て
、
文
を
こ
せ
て
侍
け
る
つ
い
で
に
、

　
　

身
を
う
ら
み
て
侍
け
る
返
事
に

ふ
り
ぬ
と
て
い
た
く
な
わ
び
そ
春
雨
の
た
だ
に
止
む
べ
き
物
な
ら
な
く
に

（
貫
之
、
春
中
、
八
〇
）
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壬
生
忠
岑
が
出
世
で
き
な
い
我
が
身
を
嘆
い
て
い
る
、
と
い
う
詞
書
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
な
け
れ
ば
、
意
味
が
汲
み
に
く
い
歌
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
出
世
で
き
な
い
ま
ま
時
を
経
て
、
古
い
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
、
た
だ
い
つ
ま
で
も
降
り
続
け
る
春
雨

の
よ
う
に
考
え
て
は
い
け
な
い
、
と
詠
者
は
諭
し
て
い
る
。

『
古
今
集
』
の
撰
者
で
あ
る
忠
岑
が
こ
の
よ
う
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
は
、「
和
歌
の
歴
史
」
に
お
け
る
貫
之
の
描
写
を
さ
ら
に
具
体

的
な
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
汲
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、撰
者
同
士
の
関
係
を
想
像
さ
せ
る
よ
う
な
歌
は
『
古
今
集
』

に
も
あ
っ
た
。
し
か
し『
後
撰
集
』に
な
る
と
、や
は
り
貫
之
そ
の
人
の
実
像
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
詞
書
を
持
つ
歌
が
ず
っ
と
多
く
な
り
、

し
か
も
詞
書
は
長
く
、
具
体
的
で
あ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

そ
し
て
『
後
撰
集
』
を
通
じ
て
目
立
つ
の
が
、
兼
輔
と
の
歌
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

例
え
ば
以
下
の
六
首
は
、
貫
之
と
兼
輔
、
そ
し
て
定
方
の
三
人
に
よ
る
応
酬
で
あ
る
。

　
　

や
よ
ひ
の
下
の
十
日
許
に
、
三
条
右
大
臣
、
兼
輔
の
朝
臣
の
家
に

　
　

ま
か
り
て
侍
け
る
に
、
藤
の
花
咲
け
る
遣
水
の
ほ
と
り
に
て
、

　
　

か
れ
こ
れ
お
ほ
み
き
た
う
べ
け
る
つ
い
で
に

限
り
な
き
名
に
お
ふ
ふ
ぢ
の
花
な
れ
ば
そ
こ
ゐ
も
し
ら
ぬ
色
の
深
さ
か

（
三
条
右
大
臣
、
春
下
、
一
二
五
）

色
深
く
に
ほ
ひ
し
事
は
藤
浪
の
立
ち
も
か
へ
ら
で
君
と
ま
れ
と
か

（
兼
輔
朝
臣
、
一
二
六
）

棹
さ
せ
ど
深
さ
も
知
ら
ぬ
ふ
ち
な
れ
ば
色
を
ば
人
も
知
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

（
貫
之
、
一
二
七
）
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ま
ず
は
右
の
三
首
を
見
て
み
る
。
三
月
の
終
わ
り
頃
、
三
条
右
大
臣
、
つ
ま
り
定
方
は
兼
輔
の
許
を
訪
れ
た
。
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ

な
人
が
来
合
わ
せ
て
お
り
、
皆
で
酒
を
飲
ん
だ
。
庭
に
作
っ
た
水
の
流
れ
の
そ
ば
に
藤
の
花
が
咲
い
て
い
た
の
で
、
歌
を
詠
み
は
じ
め
た
。

こ
れ
が
詞
書
に
あ
る
状
況
で
あ
る
。

最
初
は
定
方
が
歌
を
詠
む
。《
こ
の
上
な
い
名
前
を
持
つ
藤
の
花
だ
け
に
、 

そ
の
色
の
深
さ
は
底
が
知
れ
な
い
》と
い
う
歌
意
だ
が
、「
限

り
な
き
名
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
ふ
ぢ
」
即
ち
「
藤
原
」
で
あ
り
、
最
高
の
家
門
と
し
て
の
藤
原
氏
と
お
な
じ
名
前
な
の
で
、
藤
の

花
の
深
み
に
も
限
度
が
な
い
、
と
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、「
ふ
ぢ
」
は
「
ふ
ち
」
で
も
あ
る
。「
淵
」
も
、
言
う
ま

で
も
な
く
深
さ
を
指
す
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
、人
や
物
が
多
く
集
ま
る
場
所
で
も
あ
る
。
藤
原
家
が
す
ば
ら
し
い
家
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

こ
う
し
て
多
く
の
人
間
が
集
ま
っ
て
く
る
の
だ
、
と
い
う
讃
美
も
、
こ
こ
に
は
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
次
は
兼
輔
が
答
え
て
い
る
。《
藤
が
そ
れ
だ
け
美
し
い
の
は
、
あ
な
た
に
泊
ま
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る

か
ら
な
の
だ
》
と
。「
藤
浪
」
は
、
藤
が
風
に
な
び
く
さ
ま
が
波
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
作
ら
れ
た
語
と
も
言
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
定

方
の
歌
の
「
淵
」
を
受
け
て
、
水
面
に
映
っ
た
藤
の
姿
を
波
に
例
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
波
か
ら
の
連
想
で
「
立
ち
返
る
」
を

導
き
出
し
、《
帰
ら
な
い
で
泊
ま
っ
て
ゆ
け
》
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
定
方
か
ら
の
賞
讃
に
対
す
る
感
謝
の
表

明
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
は
貫
之
で
あ
る
。《
棹
を
差
し
て
も
深
さ
の
わ
か
ら
な
い
淵
な
の
で
、
そ
こ
に
咲
く
藤
の
花
の
色
の
深
さ
も
わ
か
ら
な
い

の
で
し
ょ
う
》
と
い
う
そ
の
歌
は
、
当
然
な
が
ら
定
方
と
兼
輔
の
歌
に
調
子
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
三
首
の
な
か
で
、
独

立
し
た
歌
と
し
て
詠
ん
だ
と
き
に
も
っ
と
も
違
和
感
が
な
い
の
も
こ
の
歌
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で

あ
ろ
う
。
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《
私
の
想
い
の
深
さ
は
棹
を
さ
し
て
も
測
れ
な
い
ほ
ど
深
い
淵
も
お
な
じ
な
の
で
、
そ
こ
に
咲
い
て
い
る
藤
の
花
の
色
の
深
さ
が
わ
か

ら
な
い
よ
う
に
、
想
い
が
ど
ん
な
に
色
に
出
て
も
そ
の
深
さ
は
伝
わ
ら
な
い
の
で
す
》

つ
ま
り
貫
之
の
歌
は
、
定
方
と
兼
輔
の
個
人
的
な
、
政
治
的
な
要
素
の
強
い
歌
の
や
り
と
り
を
、
よ
り
普
遍
的
な
歌
に
よ
っ
て
開
く

と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
貫
之
の
歌
を
経
由
す
る
こ
と
で
、
最
初
の
二
首
に
つ
い
て
も
異
な
る
読
み
が
容
易
に
な

る
だ
ろ
う
。

で
は
後
半
の
三
首
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
　

琴
笛
な
ど
し
て
あ
そ
び
、
物
語
な
ど
し
侍
け
る
ほ
ど
に
、
夜
ふ
け

　
　

に
け
れ
ば
、
ま
か
り
と
ま
り
て

昨
日
見
し
花
の
顔
と
て
今
朝
見
れ
ば
寝
て
こ
そ
さ
ら
に
色
ま
さ
り
け
れ

（
三
条
右
大
臣
、
一
二
八
）

一
夜
の
み
寝
て
し
帰
ら
ば
藤
の
花
心
と
け
た
る
色
見
せ
ん
や
は

（
兼
輔
朝
臣
、
一
二
九
）

朝
ぼ
ら
け
下
ゆ
く
水
は
浅
け
れ
ど
深
く
ぞ
花
の
色
は
見
え
け
る

（
貫
之
、
一
三
〇
）

兼
輔
邸
で
の
集
い
は
続
き
、
琴
や
笛
を
演
奏
し
た
り
、
物
語
を
し
た
り
す
る
う
ち
に
、
結
局
泊
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
朝
に
詠
ま

れ
た
の
が
こ
の
三
首
で
あ
る
。
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歌
を
詠
む
順
は
お
な
じ
で
、
ま
ず
は
定
方
。《
昨
日
す
で
に
見
た
花
で
は
あ
っ
た
が
、
一
夜
寝
て
あ
ら
た
め
て
見
れ
ば
さ
ら
に
色
が
深

ま
っ
て
い
る
》
と
い
う
こ
の
歌
は
、
明
ら
か
に
男
女
の
後
朝
の
歌
と
し
て
読
め
る
。
一
夜
を
過
ご
し
た
こ
と
で
兼
輔
が
さ
ら
に
身
近
に

な
り
、
そ
の
象
徴
た
る
藤
の
色
も
深
み
を
増
し
た
、
と
い
う
の
が
詞
書
に
沿
っ
た
読
み
だ
が
、
共
に
寝
て
美
し
さ
を
増
す
と
い
う
発
想

は
明
ら
か
に
恋
の
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
る
兼
輔
の
歌
も
、
男
の
想
い
に
答
え
る
女
の
歌
と
し
て
読
め
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。《
た
っ
た
一
晩
過
ご
し
た
だ

け
で
、
藤
の
花
が
心
を
開
い
て
、
本
当
の
色
を
見
せ
る
で
し
ょ
う
か
。
見
せ
な
い
で
し
ょ
う
》
と
言
い
、
も
っ
と
滞
在
す
る
よ
う
に
呼

び
か
け
て
い
る
。

そ
こ
へ
貫
之
が
つ
け
た
す
の
は
、《
藤
の
花
の
下
を
流
れ
る
水
は
浅
い
が
、
花
の
色
は
何
と
も
深
く
見
え
た
》
と
い
う
歌
で
あ
り
、
先

の
二
首
を
踏
ま
え
れ
ば
、《
一
晩
で
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
物
足
り
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
心
の
深
さ
は
よ
く
伝
わ
り
ま
し

た
》
と
い
う
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
後
半
の
三
首
で
は
、
前
半
の
三
首
を
締
め
く
く
っ
た
貫
之
の
歌
の
後
を
受
け
て
、
詞
書
に

あ
る
状
況
と
い
う
よ
り
も
普
遍
的
な
恋
の
や
り
と
り
を
思
わ
せ
る
男
性
た
ち
の
友
情
の
歌
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
六
首
全
体
を
締
め
く
く
る
の
が
や
は
り
貫
之
の
歌
で
あ
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

こ
の
六
首
は
、
貫
之
が
時
の
有
力
者
と
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
こ
と
を
証
言
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
ふ
ぢ
」
を
利
用
し
た
巧
み
な
言
葉

の
組
み
立
て
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
が
共
に
和
歌
の
名
手
で
あ
り
、
和
歌
を
通
じ
て
友
情
で
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
幸
福
な
時
代
を
送
っ
た
貫
之
で
は
あ
る
が
、
同
じ
春
下
の
巻
の
中
で
、
貫
之
は
着
実
に
老
い
、
死
へ
と
向
か
っ
て

ゆ
く
。
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や
よ
ひ
に
閏
月
あ
る
年
、
司
召
し
の
頃
、
申
し
文
に
そ
へ
て
左
大

　
　

臣
の
家
に
つ
か
は
し
け
る

あ
ま
り
さ
へ
あ
り
て
ゆ
く
べ
き
年
だ
に
も
春
に
か
な
ら
ず
あ
ふ
よ
し
も
哉

（
貫
之
、
春
下
、
一
三
五
）

《
余
り
の
月
の
あ
る
今
年
だ
か
ら
こ
そ
、
必
ず
春
に
は
会
い
た
い
も
の
だ
》
と
い
う
歌
意
は
、
や
は
り
詞
書
の
束
縛
を
受
け
や
す
い
も

の
で
あ
る
。

「
や
よ
ひ
に
閏
月
あ
る
年
」を
九
四
二
年（
天
慶
五
）、「
左
大
臣
」を
藤
原
実
頼
と
す
る
と
、 

こ
れ
は
貫
之
晩
年
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

閏
年
ゆ
え
に
春
は
い
つ
も
よ
り
長
い
の
だ
か
ら
、
人
生
の
春
に
も
必
ず
出
会
い
た
い
、
と
い
う
言
葉
に
は
、
晩
年
に
至
っ
て
な
お
出
世

や
栄
光
を
求
め
る
貫
之
の
気
持
が
滲
ん
で
い
る
。
同
じ
「
や
よ
ひ
」
で
も
、
定
方
や
兼
輔
と
の
集
い
を
楽
し
ん
で
い
た
頃
と
は
大
き
な

違
い
が
あ
る
。

な
お
こ
の
歌
に
は
左
大
臣
か
ら
の
返
歌
が
つ
い
て
い
る
。

常
よ
り
も
の
ど
け
か
る
べ
き
春
な
れ
ば
光
に
人
の
遇
は
ざ
ら
め
や
は

（
左
大
臣
、
一
三
六
）

《
閏
月
の
お
か
げ
で
い
つ
も
よ
り
長
く
、
の
ど
か
で
あ
る
は
ず
の
春
な
の
だ
か
ら
、
光
に
包
ま
れ
る
よ
う
な
栄
に
浴
さ
な
い
は
ず
が
あ

る
で
し
ょ
う
か
》
と
い
う
こ
の
歌
は
、 

落
ち
込
み
が
ち
な
老
年
の
貫
之
を
慰
め
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
実
頼
は
絶
大
な
権
勢
を
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誇
っ
た
藤
原
忠
平
の
長
男
で
あ
り
、
右
大
臣
と
な
っ
た
弟
の
師
輔
と
と
も
に
朝
廷
を
支
え
た
人
物
で
あ
る
。
和
歌
に
強
い
関
心
を
持
っ

て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
有
職
故
実
の
一
流
派
で
あ
る
小
野
宮
流
の
創
始
者
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
歌
は
暗
い
色
調
な
が
ら
、
一
方

で
は
ま
た
し
て
も
貫
之
の
華
や
か
な
交
友
関
係
を
証
言
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
次
に
挙
げ
る
四
首
の
贈
答
歌
に
も
当
て
は
ま
る
。

　
　

常
に
ま
う
で
来
か
よ
ひ
け
る
所
に
、
障
る
事
侍
て
、
ひ
さ
し
く

　
　

ま
で
来
逢
は
ず
し
て
年
か
へ
り
に
け
り
。
あ
く
る
春
、
や
よ
ひ
の

　
　

つ
ご
も
り
に
つ
か
は
し
け
る

君
来
ず
て
年
は
暮
れ
に
き
立
か
へ
り
春
さ
へ
今
日
に
成
に
け
る
哉

（
藤
原
雅
正
、
一
三
七
）

と
も
に
こ
そ
花
を
も
見
め
と
待
つ
人
の
来
ぬ
物
ゆ
へ
に
惜
し
き
春
か
な

（
同
、
一
三
八
）

　
　

返
し

君
に
だ
に
と
は
れ
で
ふ
れ
ば
藤
の
花
た
そ
が
れ
時
も
知
ら
ず
ぞ
有
け
る

（
貫
之
、
一
三
九
）

八
重
葎
心
の
内
に
深
け
れ
ば
花
見
に
ゆ
か
む
い
で
た
ち
も
せ
ず

（
同
、
一
四
〇
）
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こ
こ
で
は
、
藤
原
雅
正
の
歌
が
二
首
、
貫
之
の
歌
が
二
首
並
ん
で
い
る
が
、
一
三
九
が
一
三
七
へ
の
返
歌
、
一
四
〇
が
一
三
八
へ
の

返
歌
と
い
う
変
則
的
な
配
列
に
な
っ
て
い
る
。

藤
原
雅
正
は
、
他
で
も
な
い
兼
輔
の
長
男
で
あ
り
、
し
か
も
定
方
の
娘
を
正
室
に
迎
え
た
人
物
で
あ
る
。
貫
之
と
は
父
の
代
か
ら
の

付
合
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

詞
書
を
見
る
と
、
そ
の
二
人
の
あ
い
だ
の
行
き
来
が
し
ば
ら
く
途
絶
え
て
し
ま
い
、
と
う
と
う
年
が
変
わ
り
、
そ
の
翌
年
の
春
も
終

わ
り
と
い
う
日
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
歌
を
贈
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
直
接
的
と
言
っ
て
よ
く
、《
あ
な
た
が
来

な
い
う
ち
に
年
は
暮
れ
、
新
し
い
年
も
春
が
今
日
で
終
わ
り
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
》
と
あ
る
。

そ
れ
に
対
す
る
貫
之
の
返
歌
は
、《
あ
な
た
と
さ
え
お
会
い
で
き
ず
に
過
ご
し
て
い
た
の
で
、
藤
の
花
を
見
な
が
ら
こ
の
日
の
黄
昏
を

迎
え
て
し
ま
い
ま
し
た
》
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
永
ら
く
逢
え
ず
に
い
る
二
人
の
歌
と
し
て
こ
の
贈
答
歌
に
普
遍
性
を
与
え
る
こ

と
は
可
能
だ
が
、
も
し
一
宮
廷
人
と
し
て
の
貫
之
の
立
場
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
歌
に
は
《
誰
よ
り
も
親
し
い
あ
な
た
と
さ
え
お

会
い
で
き
ず
に
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
私
の
心
は
い
つ
で
も
藤
原
家
と
共
に
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
私
の
人
生
も
、
も
は
や
黄
昏
に
さ

し
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
》
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

続
く
一
組
も
、
こ
の
や
り
と
り
を
反
復
し
て
い
る
。

雅
正
は
、《
共
に
花
を
見
よ
う
と
思
う
人
が
来
な
い
ま
ま
春
が
去
っ
て
ゆ
く
の
は
惜
し
い
》
と
言
い
、
あ
な
た
も
そ
う
思
う
な
ら
出
向

い
て
く
れ
ば
ど
う
か
と
促
す
。
し
か
し
貫
之
は
《
門
や
庭
だ
け
で
は
な
く
、
心
に
ま
で
草
が
生
い
茂
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
と
て

も
花
を
見
に
出
か
け
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
》
と
断
る
。
老
い
て
野
心
も
失
い
つ
つ
あ
る
貫
之
は
、
も
は
や
社
交
の
世
界
か
ら
遠
の
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
貫
之
の
状
態
は
、
も
は
や
最
期
ま
で
変
る
こ
と
が
な
い
。
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や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り

行
く
先
に
な
り
も
や
す
る
と
た
の
し
み
を
春
の
限
は
今
日
に
ぞ
有
け
る

（
貫
之
、
一
四
三
）

《
ま
だ
ま
だ
先
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
安
心
し
て
い
た
春
の
終
わ
り
は
、
他
で
も
な
い
今
日
だ
っ
た
の
だ
》
と
い
う
こ
の
歌
は
、

い
よ
い
よ
貫
之
が
最
期
の
時
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
詞
書
に
は
「
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
」
と
あ
る
。
暦
の
上
で

は
春
が
今
日
で
終
わ
る
、
と
い
う
事
実
が
、
自
分
の
公
的
な
生
活
と
、
人
間
と
し
て
の
一
生
が
、
も
は
や
終
わ
る
と
こ
ろ
に
来
て
い
る

と
い
う
実
感
を
高
ぶ
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
次
の
歌
で
、
貫
之
は
一
度
「
死
ぬ
」
こ
と
に
な
る
。

　
　

や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
の
日
、
ひ
さ
し
う
ま
う
で
来
ぬ
よ
し
言
ひ
て

　
　

侍
る
文
の
奥
に
書
き
つ
け
侍
り
け
る

又
も
来
む
時
ぞ
と
思
へ
ど
た
の
ま
れ
ぬ
わ
が
身
に
し
あ
れ
ば
惜
し
き
春
哉

　
　
　
　
　
　

つ
ら
ゆ
き
、
か
く
て
同
じ
年
に
な
ん
身
ま
か
り
に
け
る

（
貫
之
、
一
四
六
）

こ
の
歌
は
、
同
じ
く
三
月
の
末
日
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
日
、
貫
之
は
手
紙
を
出
す
。
そ
こ
に
は
、「
な
ぜ
訪
ね
て
来
て
く
れ
な
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い
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
恨
み
が
ま
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
手
紙
の
末
尾
に
、《
そ
ろ
そ
ろ
ま
た
来
て
く
れ
る
時
期
と
は
思
い

ま
す
が
、
体
も
当
て
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
去
っ
て
ゆ
く
春
が
な
お
さ
ら
惜
し
ま
れ
ま
す
》
と
い
う
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
左
注
を
見
る
と
、
貫
之
の
不
安
は
的
中
し
、
そ
の
年
の
内
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
。

な
お
、
こ
れ
は
春
歌
下
巻
の
最
後
の
歌
で
あ
る
。

か
く
し
て
春
歌
の
上
中
下
巻
に
よ
っ
て
、
貫
之
の
い
わ
ば
伝
記
が
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

ま
る
で
『
古
今
集
』
に
お
け
る
在
原
業
平
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
詞
書
に
よ
っ
て
貫
之
そ
の
人
の
言
行
が
描
か
れ
る
こ
と
は
以
前
に

は
な
か
っ
た
。
だ
が
こ
れ
は
貫
之
が
『
後
撰
集
』
の
成
立
当
時
す
で
に
故
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
べ
つ
だ
ん
驚
く
に
は
当
た
ら

な
い
だ
ろ
う
。
死
に
よ
っ
て
彼
は
過
去
の
人
と
な
っ
た
。
た
だ
し
当
代
一
の
歌
人
と
し
て
、
歴
史
に
残
る
べ
き
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な

過
去
の
人
で
あ
る
。

春
歌
の
上
中
下
巻
で
は
、
貫
之
は
時
の
有
力
者
と
交
流
し
、
彼
ら
と
共
に
歌
を
詠
ん
だ
一
流
の
歌
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の

春
歌
が
貫
之
の
死
を
も
っ
て
終
わ
る
こ
と
は
、
貫
之
の
死
に
よ
っ
て
和
歌
の
春
、
す
な
わ
ち
最
初
の
す
ば
ら
し
い
時
代
が
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。

『
後
撰
集
』
の
撰
者
で
あ
る
「
梨
壷
の
五
人
」
の
な
か
に
、
歌
人
と
し
て
は
目
立
た
ぬ
存
在
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
紀
貫
之
の
息
子
、

時
文
が
入
っ
て
い
る
こ
と
も
、
撰
者
た
ち
の
な
か
に
貫
之
の
歌
を
多
く
採
り
、
な
お
か
つ
様
々
な
演
出
を
施
そ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ

た
こ
と
の
証
拠
と
見
な
し
う
る
。

三
、『
拾
遺
集
』
の
貫
之

寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
『
拾
遺
集
』
は
、
藤
原
公
任
の
『
拾
遺
抄
』
と
い
う
、
い
わ
ば
種
本
を
基
礎
と
し
て
、
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花
山
院
ひ
と
り
の
親
撰
に
よ
る
と
い
う
点
で
、『
古
今
集
』
や
『
後
撰
集
』
と
は
か
な
り
趣
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
過
去

の
歌
人
と
し
て
さ
ほ
ど
存
在
感
を
放
っ
て
い
な
か
っ
た
柿
本
人
麻
呂
が
、『
拾
遺
集
』
で
は
一
気
に
一
〇
四
首
も
入
集
し
て
い
る
な
ど
、

歌
人
の
構
成
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
貫
之
は
さ
ら
に
多
い
一
〇
七
首
の
歌
に
よ
っ
て
、
相
変
わ
ら
ず
最
多
入

集
の
地
位
に
居
座
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
歌
は
全
体
で
一
三
五
一
首
あ
る
。

『
拾
遺
集
』
で
描
か
れ
る
貫
之
の
姿
を
一
言
で
述
べ
る
な
ら
、そ
れ
は
屛
風
歌
の
名
手
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
後

撰
集
』
で
行
わ
れ
た
の
が
貫
之
の
歴
史
化
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、『
拾
遺
集
』
で
よ
り
明
確
に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
貫
之
の
権
威
化

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
拾
遺
集
』
に
、
本
人
に
よ
る
歌
と
は
証
明
し
よ
う
の
な
い
人
麻
呂
の
歌
が
多
く
入
っ
て
い
る
こ
と
も
、『
古
今
集
』

の
序
で
人
麻
呂
を
「
歌
の
聖
」
と
呼
ん
だ
貫
之
の
意
思
を
尊
重
し
た
結
果
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

『
古
今
集
』の
中
心
的
な
撰
者
と
な
っ
た
時
点
で
、貫
之
は
専
門
歌
人
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
地
位
に
至
っ
た
。
専
門
歌
人
の
主
な
仕
事
は
、

高
位
の
貴
族
の
祝
い
事
な
ど
に
際
し
て
制
作
さ
れ
る
屛
風
に
、
歌
を
添
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
卑
官
で
あ
る
貫
之
が
目
上
の
貴
族

を
直
接
に
祝
う
と
い
う
よ
り
も
、
身
内
や
親
交
の
深
い
人
物
が
贈
り
物
を
す
る
に
当
っ
て
、
和
歌
の
職
人
と
し
て
依
頼
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
。

こ
の
屛
風
に
添
え
た
歌
が
屛
風
歌
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
立
や
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
。
た
だ
『
古

今
集
』
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
当
時
は
ま
だ
屛
風
歌
と
い
う
明
確
な
名
称
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、『
古
今
集
』
に
屛
風

歌
が
わ
ず
か
に
登
場
し
た
こ
と
で
、
知
名
度
が
一
気
に
上
が
り
、
隆
盛
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
屛
風
歌
が
一
気
に

版
図
を
広
げ
る
の
が
、
こ
の
『
拾
遺
集
』
で
あ
る
。
屛
風
歌
の
詞
書
は
、
や
は
り
何
よ
り
も
ま
ず
詠
者
の
歌
人
と
し
て
の
地
位
を
保
証

す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
古
今
集
』
で
は
「
歌
奉
れ
」
や
歌
合
関
連
の
詞
書
が
、
そ
し
て
『
後
撰
集
』
で
は
有
力
者
と
の
贈
答

歌
が
主
に
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
が
、『
拾
遺
集
』
で
は
こ
こ
に
大
量
の
屛
風
歌
が
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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屛
風
歌
で
あ
る
旨
の
詞
書
が
歌
人
の
地
位
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
貫
之
の
み
な
ら
ず
躬
恒
や
忠
岑
に
も
同
様
の
歌
が
あ

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
例
に
よ
っ
て
、
貫
之
の
屛
風
歌
は
群
を
抜
い
て
多
い
。
屛
風
歌
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
だ
け
和
歌
の
上
手
と
し
て
宮
廷
で
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
で
あ
る
と
共
に
、
歌
人
の
交
流
の
広
さ
、
そ
し
て
様
々
な
画
題
に
応

じ
て
歌
を
詠
み
わ
け
る
器
用
さ
に
も
長
け
て
い
る
と
い
う
評
価
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
大
和
絵
に
和
歌
を
添
え
た
調
度
品
の
一

部
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
屏
風
歌
は
、
た
だ
詠
ま
れ
る
だ
け
の
和
歌
と
は
違
い
、
い
わ
ば
モ
ノ
と
し
て
の
存
在
感
を
併
せ
持
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
屏
風
歌
を
通
し
て
、
そ
の
歌
人
の
歌
が
当
代
人
の
生
活
空
間
に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

そ
の
屛
風
歌
の
権
威
と
し
て
の
地
位
に
貫
之
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
『
拾
遺
集
』
に
お
い
て
も
、
貫
之
が
第
一
級
の
歌
人
と

し
て
礼
讃
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
証
拠
立
て
て
い
る
。

そ
れ
で
は
詞
書
を
参
照
し
な
が
ら
、『
拾
遺
集
』
春
歌
の
巻
に
お
け
る
貫
之
の
姿
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
九
首
の
貫
之
歌
が

あ
る
が
、
実
に
そ
の
う
ち
の
七
首
に
、
屛
風
歌
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

　
　

桃
園
に
住
み
侍
け
る
前
斎
院
屛
風
に

白
妙
の
妹
が
衣
に
梅
の
花
色
を
も
香
を
も
分
き
ぞ
か
ね
つ
る

（
貫
之
、
春
、
一
七
）

　
　

恒
佐
右
大
臣
の
家
の
屛
風
に

野
辺
見
れ
ば
若
菜
摘
み
け
り
む
べ
し
こ
そ
垣
根
の
草
も
春
め
き
に
け
れ

（
同
、
一
九
）

　
　

延
喜
御
時
、
御
屛
風
に
、
水
の
ほ
と
り
に
梅
花
見
た
る
所

梅
花
ま
だ
散
ら
ぬ
ね
ど
も
行
く
水
の
底
に
う
つ
れ
る
影
ぞ
見
え
け
る　
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（
同
、
二
五
）

　
　

宰
相
中
将
敦
忠
朝
臣
家
の
屛
風
に

あ
だ
な
れ
ど
桜
の
み
こ
そ
旧
里
の
昔
な
が
ら
の
物
に
は
有
け
れ

（
同
、
四
八
）

　
　

北
の
宮
の
裳
着
の
屛
風
に

春
深
く
な
り
ぬ
と
思
ふ
を
桜
花
散
る
木
の
も
と
は
ま
だ
雪
ぞ
降
る

（
同
、
六
三
）

　
　

延
喜
御
時
、
春
宮
御
屛
風
に

風
吹
け
ば
方
も
定
め
ず
散
る
花
を
い
づ
方
へ
行
く
春
と
か
は
見
む

（
同
、
七
六
）

　
　

同
じ
御
時
、
月
次
御
屛
風
に

花
も
み
な
散
り
ぬ
る
宿
は
行
く
春
の
ふ
る
里
と
こ
そ
な
り
ぬ
べ
ら
な
れ

（
同
、
七
七
）

な
お
、
残
る
二
首
の
貫
之
の
歌
の
詞
書
も
権
威
化
に
役
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
引
い
て
お
く
。

　
　

延
喜
御
時
、
宣
旨
に
て
奉
れ
る
歌
の
中
に

梅
が
枝
に
降
り
か
か
り
て
ぞ
白
雪
の
花
の
た
よ
り
に
折
ら
る
べ
ら
な
る



（21） − 202 −

（
同
、
一
三
）

　
　

亭
子
院
歌
合

桜
花
散
る
木
の
下
風
は
寒
か
ら
で
空
に
知
ら
れ
ぬ
雪
ぞ
降
り
け
る

（
同
、
六
四
）

以
上
か
ら
窺
い
知
ら
れ
る
貫
之
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
延
喜
の
頃
、
天
皇
か
ら
求
め
ら
れ
て
歌
を
奉
る

ほ
ど
の
歌
人
で
あ
っ
た
貫
之
は
、
前
斎
院
や
右
大
臣
藤
原
恒
佐
、
中
将
藤
原
敦
忠
、
醍
醐
天
皇
第
十
四
皇
女
の
康
子
内
親
王
な
ど
の
祝

い
の
席
に
は
屛
風
歌
を
詠
ん
で
花
を
添
え
た
。
そ
し
て
亭
子
院
歌
合
の
よ
う
な
重
要
な
場
に
も
参
加
し
、
な
お
か
つ
、
内
裏
で
毎
月
制

作
さ
れ
る
月
次
屛
風
に
添
え
る
歌
も
詠
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
貫
之
は
ま
さ
に
宮
廷
歌
人
な
の
で
あ
る
。『
貫
之
集
』
や
『
日

本
略
記
』
な
ど
の
記
録
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、 
右
に
挙
げ
た
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
延
喜
か
ら
天
慶
年
間
に
わ
た
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
古
今
集
』
が
世
に
出
て
か
ら
貫
之
の
死
の
直
前
ま
で
の
期
間
に
他
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
春
歌
の
巻
だ
け
で
も
、
貫
之
が

ほ
と
ん
ど
生
涯
を
通
じ
て
、
宮
廷
に
お
い
て
重
要
な
歌
人
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
こ
の
傾
向
は
、『
拾
遺
集
』
の
全
体
を
通
し
て
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
屛
風
歌
の
献
上
に
よ
っ
て
貫
之
が
つ
な
が
っ
て
い
る

人
物
を
試
み
に
列
挙
し
て
み
る
と
、 

そ
こ
に
は
藤
原
実
頼
（
一
一
五
）、 
源
清
蔭
（
一
五
〇
）、 

陽
成
院
第
一
皇
子
の
元
良
親
王
（
一
六
五
）、

藤
原
穏
子
（
二
〇
六
）、
藤
原
満
子
（
二
一
五
）、
藤
原
定
国
（
二
五
三
）、
藤
原
清
貴
（
六
一
八
）、
宇
多
法
皇
（
一
〇
六
七
）、
藤
原
定

方（
一
二
七
二
）な
ど
が
い
る
。
む
ろ
ん
、こ
れ
で
全
員
で
は
な
い
し
、一
人
に
複
数
の
屛
風
歌
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。 

と
も
あ
れ
、 

以
上
に
よ
っ
て
言
え
る
の
は
、『
拾
遺
集
』
に
お
い
て
貫
之
が
同
時
代
の
様
々
な
有
力
貴
族
と
信
頼
関
係
に
あ
っ
た
一
流
の

歌
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
兼
輔
な
ど
一
部
の
人
々
の
交
流
を
偏
っ
て
強
調
し
て
い
た
『
後
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撰
集
』
よ
り
も
、
貫
之
の
権
威
が
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
詞
書
の
な
か
に
、
作
為
的
に
つ
け
ら
れ
た

も
の
が
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。『
拾
遺
集
』
に
お
い
て
人
麻
呂
と
双
璧
を
な
す
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
る
貫
之
は
、
た
だ
権
威

化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
も
は
や
歌
道
の
偉
大
な
先
達
と
し
て
伝
説
化
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め
と
展
望

本
発
表
で
は
詞
書
を
頼
り
に
、
三
代
集
を
通
じ
て
最
多
入
集
歌
人
の
地
位
を
保
っ
た
紀
貫
之
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勅
撰
集
で
ど
の
よ
う

に
演
出
さ
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
た
。『
古
今
集
』
で
は
、
ま
だ
若
い
貫
之
が
、
ま
る
で
自
ら
の
撰
者
と
し
て
の
正
当
性
を
担
保
す
る
か

の
よ
う
に
、
天
皇
に
求
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
自
作
を
披
露
し
、
ま
た
集
の
前
後
に
開
催
さ
れ
た
重
要
な
歌
合
か
ら
の
歌
を
取
り
上
げ

て
い
る
。『
後
撰
集
』
で
は
、
貫
之
は
世
を
去
っ
た
重
要
歌
人
と
し
て
、
ま
る
で
物
語
の
登
場
人
物
の
よ
う
に
、
詞
書
に
よ
っ
て
そ
の
生

涯
の
輪
郭
を
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
拾
遺
集
』
で
は
、
多
く
の
屛
風
歌
の
採
用
に
よ
っ
て
、
貫
之
が
い
か
に
一
流
の
専
門
歌

人
と
し
て
、
多
く
の
有
力
者
に
そ
の
歌
を
求
め
ら
れ
て
い
た
か
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

詞
書
は
単
に
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
を
示
唆
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
歌
の
約
束
事
が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
知
る
よ

す
が
と
も
な
る
。
ま
た
、
特
定
の
詞
書
を
巻
中
の
歌
群
の
境
目
と
し
て
読
む
こ
と
で
、
歌
を
連
続
的
に
解
釈
し
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
た

当
代
人
の
世
界
観
を
読
み
解
く
一
助
と
も
な
る
。
し
か
し
本
発
表
で
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
同
時
代
な
ら
び
に
後
世
か
ら
の
歌
人
へ
の
評

価
と
し
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
歌
人
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
詞
書
の
な
か
に
は
、
本
文
の
成
立
当
初
に
は
そ
こ
に
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
発
表
で
は
、『
古
今
集
』
お

よ
び
『
後
撰
集
』
に
つ
い
て
は
高
松
宮
家
旧
蔵
本
、『
拾
遺
集
』
に
つ
い
て
は
中
院
通
茂
本
を
底
本
と
す
る
版
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
版
の
成
立
過
程
や
、
あ
る
い
は
異
本
に
見
ら
れ
る
詞
書
の
不
在
や
追
加
な
ど
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
よ
り
精
度
の
高
い
考
察
も
可

能
に
な
る
だ
ろ
う
。
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＊
討
論
要
旨

村
尾
誠
一
氏
は
、
詞
書
に
注
目
し
て
三
代
集
に
お
け
る
貫
之
の
位
置
づ
け
を
読
み
取
る
試
み
は
興
味
深
い
と
述
べ
つ
つ
も
、
歌
人
の
歴
史
化
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
他
の
歌
人
に
は
当

て
は
ま
ら
ず
貫
之
の
み
が
突
出
し
て
い
る
と
の
論
旨
は
ど
う
担
保
で
き
る
の
か
質
問
し
た
。
発
表
者
は
、
他
の
歌
人
で
も
当
て
は
ま
る
場
合
が
多
々
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
様
々
に

持
ち
合
わ
せ
た
特
徴
と
歌
数
の
多
さ
を
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
他
の
歌
人
よ
り
も
当
て
は
ま
る
と
言
え
る
と
回
答
し
た
。




