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は
じ
め
に

平
安
中
期
以
降
に
成
立
し
た
、
い
わ
ゆ
る
作
り
物
語
に
は
、「
大
宮
」
と
呼

ば
れ
る
人
物
た
ち
が
登
場
す
る

（
1
（

。
だ
が
現
在
で
は
、
ま
ず
『
源
氏
物
語
』
の
左

大
臣
の
妻
（
葵
の
上
の
母
（
を
想
起
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
彼
女
の
み
に
「
大
宮
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
他
に
も
、
三
人
の
人
物
に
対
し
そ
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
何
人
も
登
場
す
る
物
語
の
〈
大
宮
〉
に
対
し
、
当
時
の
人
々
が
ど
の
よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
、
そ
の
役
割
を
期
待
し
て
い
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
点

に
つ
い
て
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
た
め
実
在
し

た
人
物
で
、「
大
宮
」
と
呼
ば
れ
た
藤
原
穏
子
（
八
八
五
〜
九
五
四
（
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
。
穏
子
は
藤
原
基
経
の
娘
で
、
醍
醐
天
皇
の
中
宮
と
な
っ
た
人

物
で
あ
る
。
す
で
に
別
稿
で
、（
一
（
古
記
録
、
史
料
な
ど
の
記
述
を
呼
称
に

注
目
し
な
が
ら
拾
い
上
げ
、
そ
の
人
生
を
四
つ
の
時
期
（
一
、
女
御
時
代

二
、

皇
后
時
代

三
、
皇
太
后
時
代

四
、
太
皇
太
后
時
代
（
に
分
け
概
観
し
た

（
（
（

。

本
稿
で
は
、（
二
（
仮
名
文
学
作
品

（
（
（

に
お
け
る
記
述
を
、
呼
称
に
注
目
し
な
が

ら
概
観
し
考
察
し
た
い
。

一

歌
集
に
残
さ
れ
て
い
る
屏
風
歌

本
節
で
は
、
屏
風
歌
に
お
け
る
穏
子
関
連
の
記
述
を
、
用
い
ら
れ
る
呼
称
を

中
心
に
概
観
す
る
。

『
拾
遺
和
歌
集
』
に
は
、
穏
子
詠
の
和
歌
は
な
い
が
、
穏
子
に
関
わ
る
和
歌

（
主
に
屏
風
歌
（
が
十
首
見
ら
れ
る
。
延
長
二
年

（
（
（

、
四
十
の
賀
の
際
に
製
作
さ

れ
た
屏
風
の
屏
風
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
三
首
（
二
〇
六
番
、
一
一
五
九
番
、
一

二
六
六
番
（
の
詞
書
に
は
「
中
宮
」
と
あ
る
。
例
と
し
て
二
〇
六
番
歌
を
引
用

す
る
と
、

延
喜
御
時
中
宮
屏
風
歌
に

貫
之

散
り
ぬ
べ
き
山
の
紅
葉
を
秋
霧
の
や
す
く
も
見
せ
ず
立
隠
す
ら
ん

の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
時
の
和
歌
は
、『
貫
之
集
』
に
一
三
九
番
か
ら
一
六

〇
番
、
二
十
二
首
収
め
ら
れ
て
い
る
。
詞
書
は
「
延
長
二
年
五
月
、
中
宮
の
御

屏
風
の
和
歌

廿
六
首
」
と
あ
り
、
全
体
は
二
十
六
首
で
あ
っ
た
。
延
長
の
時
、

穏
子
は
皇
后
で
あ
っ
た
。
承
平
四
年
、
穏
子
五
十
の
賀
に
際
す
る
屏
風
歌
が
四

首
（
二
番
、
四
七
番
、
二
七
五
番
、
二
九
三
番
（。
詞
書
に
は
穏
子
を
指
し
て

「
中
宮
」
と
あ
る
。
こ
の
時
、
彼
女
は
皇
太
后
で
あ
っ
た
。
穏
子
に
仕
え
る
女

〈
大
宮
〉
考

─
─
仮
名
文
学
に
見
る
藤
原
穏
子
─
─

土

居

奈

生

子
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房
・
宮
内
が
詠
ん
だ
二
二
番
歌
の
詞
書
に
は
「
大
后
の
宮
」、
村
上
天
皇
が
穏

子
の
死
後
、
そ
の
法
要
で
詠
ん
だ
一
三
三
八
番
歌
の
詞
書
に
は
「
故
后
の
宮
」

「
宮
」
と
あ
る
。

穏
子
は
四
十
歳
、
五
十
歳
の
折
、
賀
の
催
し
が
あ
り
、
屏
風
製
作
が
行
わ
れ

た
。
七
十
歳
の
折
に
は
正
月
早
々
に
崩
じ
た
た
め
賀
の
催
し
は
無
か
っ
た
が
、

屏
風
の
製
作
は
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
五
十
の
賀
、
七
十
の
賀

の
折
の
屏
風
歌
に
つ
い
て
は
、
小
暮
康
弘
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
本

文
校
異
も
行
わ
れ
て
い
る

（
（
（

。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
五
十
の
賀
の
折
の
屏
風
歌
の
場

合
、
前
の
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
確
認
さ
れ
る
四
首
以
外
に
、『
伊
勢
集
』『
公
忠

集
』
に
所
収
が
確
認
さ
れ
、
合
計
九
首
が
現
在
残
っ
て
い
る
。
う
ち
『
伊
勢

集
』
の
八
一
番
歌
の
詞
書
に
は
「
き
さ
い
の
宮
の
五
十
の
賀
せ
さ
せ
給
ふ
に
、

御
屏
風

は
ら
へ
す
る
と
こ
ろ
」
と
あ
る
。
八
四
番
歌
の
詞
書
に
も
同
様
に
、

穏
子
を
指
し
て
「
き
さ
い
の
宮
」
と
あ
る
。『
公
忠
集
』
七
番
歌
の
詞
書
に
も

「
き
さ
い
の
宮
」
と
あ
る
。

七
十
の
賀
の
折
の
屏
風
歌
の
場
合
、
屏
風
は
製
作
さ
れ
た
も
の
の
、
賀
が
行

わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
か
ら
、
詠
出
さ
れ
た
和
歌
の
伝
来
も
、
そ
の
詞
書

を
含
め
や
や
複
雑
で
あ
る
。
詳
し
く
は
小
暮
氏
の
研
究
を
参
照
し
て
も
ら
い
、

こ
こ
で
は
『
信
明
集
』
に
所
収
の
歌
に
あ
る
詞
書
「
天
暦
八
年
中
宮
七
十
賀
御

屏
風
の
れ
う
の
和
歌
」
を
示
し
、
穏
子
を
指
し
て
「
中
宮
」
と
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
崩
御
の
時
、
彼
女
は
太
皇
太
后
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
屏
風
歌
は
、
歌
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
た
め
「
延
喜
御
時
中
宮
屏

風
歌
に
」「
き
さ
い
の
宮
の
五
十
の
賀
せ
さ
せ
給
ふ
に
、
御
屏
風

は
ら
へ
す

る
と
こ
ろ
」
な
ど
の
詞
書
を
持
っ
て
い
る
。
実
際
に
屏
風
に
貼
ら
れ
る
際
に
は
、

能
書
家
に
よ
り
揮
毫
さ
れ
た
歌
の
み
が
色
紙
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
6
（

。
つ
ま

り
「
延
喜
御
時
中
宮
」「
き
さ
い
の
宮
」
な
ど
を
用
い
た
詞
書
が
記
さ
れ
る
の

は
、
屏
風
注
文
主
へ
歌
が
提
出
さ
れ
る
時
、
あ
る
い
は
屏
風
製
作
か
ら
時
を
経

て
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
集
に
収
め
ら
れ
る
時
で
の
こ
と
に
な
る
。

二

三
つ
の
御
集
と
『
大
和
物
語
』
に
つ
い
て

次
に
三
つ
の
御
集
、『
延
喜
御
集
』『
朱
雀
院
御
集
』『
村
上
天
皇
御
集
』、
そ

し
て
『
大
和
物
語
』
に
あ
る
穏
子
関
連
の
記
述
や
和
歌
を
、
呼
称
に
注
意
し
て

見
て
い
く
。

『
延
喜
御
集
』
は
延
喜
、
つ
ま
り
醍
醐
天
皇
と
、
そ
の
周
辺
の
人
々
の
和
歌

を
収
め
る
。
孤
本
で
三
十
七
首
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
後
半
、
五
首
ほ
ど
朱
雀

天
皇
関
連
の
歌
が
混
入
し
て
い
る
。
一
首
、
ま
た
は
贈
答
歌
で
、
配
列
に
歌
同

士
の
つ
な
が
り
は
見
ら
れ
な
い
。
集
の
中
に
脱
落
が
見
ら
れ
、
他
本
に
引
用
さ

れ
な
が
ら
現
存
本
に
見
ら
れ
な
い
歌
も
あ
り
、
現
存
本
は
完
本
と
は
言
え
な
い
。

他
の
歌
集
、
物
語
か
ら
の
抄
出
は
見
ら
れ
ず
、
天
皇
周
辺
に
残
さ
れ
た
和
歌
を

さ
ほ
ど
時
代
が
下
ら
な
い
う
ち
に
編
纂
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る

（
7
（

。

同
集
の
特
徴
と
し
て
「
物
語
的
歌
集
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
平
野
由
紀
子
氏
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

�
こ
こ
で
「
物
語
的
歌
集
」
と
は
、
十
世
紀
中
葉
か
ら
拾
遺
集
時
代
ま
で

に
あ
ら
わ
れ
た
私
家
集
の
う
ち
、
歌
物
語
に
類
似
し
た
特
色
を
有
す
る
も

の
を
さ
す
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
後
撰
集
の
特
色
で
あ

る
三
つ
─
贈
答
歌
が
多
い
こ
と
、
詞
書
が
長
い
こ
と
、
詞
書
の
中
に
三
人
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称
で
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
─
を
具
有
す
る
が
、「
歌
集
」
で
は
な

く
、
さ
ら
に
限
定
さ
れ
た
「
私
家
集
」
で
あ
る
点
も
明
確
に
し
て
お
き
た

い
（
8
（

。

『
延
喜
御
集
』
は
、
右
の
特
色
を
有
し
た
仮
名
文
学
作
品
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

同
集
で
は
穏
子
を
指
し
て
「
大
宮
」
と
す
る
用
例
が
見
ら
れ
る
た
め
、
彼
女
に

関
連
す
る
箇
所
を
長
い
が
す
べ
て
引
用
す
る

（
（
（

。

〈
第
三
〉

�

東
宮
の
女
御
は
む
ま
れ
給
て
の
ち
、
う
ち
は
へ
物
の
け
に
か
く
わ

づ
ら
ひ
給
て
、
え
ま
ゐ
り
た
ま
は
ざ
り
け
れ
ば
、
つ
ね
に
こ
ひ
し

う
お
ぼ
し
み
て
す
ぐ
さ
れ
て
、
御
身
に
そ
ひ
た
る
人
を
め
し
て
と

は
せ
給
ふ
に
、
い
と
か
な
し
げ
に
思
ひ
て

六

�

君
と
だ
に
か
け
て
も
い
へ
ば
お
き
つ
な
み
う
ち
い
づ
る
ご
と
に
袖
ぞ
ぬ

れ
け
る

�

と
き
こ
え
さ
せ
け
る
を
、
い
と
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
て
、
け
ふ
ば
か

り
は
な
ま
か
で
そ
、
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
あ
け
ぬ
、
と
て
、

い
そ
ぎ
ま
か
で
け
れ
ば
、
つ
と
め
て
、
御
ふ
み
つ
か
は
し
け
る
次

に

七

�

ま
た
じ
と
て
た
の
め
し
も
の
を
あ
け
ぐ
れ
に
ま
ど
は
で
い
で
し
人
は
う

か
り
き

�

御
返
し
、
お
く
し
て
、
え
や
つ
か
う
ま
つ
ら
ざ
り
け
む

�

か
く
て
、
か
の
女
御
、
三
年
を
へ
て
お
こ
た
り
給
て
、
後
に
朱
雀
、

村
上
な
ど
は
む
ま
れ
給
へ
る
な
り
け
り
、
そ
の
御
も
も
か
の
も
ち

ひ
を
、
殿
上
人
に
い
だ
さ
せ
給
へ
り
け
れ
ば
、
さ
け
の
み
な
ど
し

け
る
に
、
伊
衡
の
中
将

八

�

ひ
と
と
せ
に
こ
よ
ひ
か
ぞ
ふ
る
け
ふ
よ
り
は
も
も
と
せ
ま
で
の
月
か
げ

と
み
む御

前
御
返

九

�

い
は
ひ
つ
る
こ
と
だ
ま
な
ら
ば
も
も
と
せ
の
の
ち
も
つ
き
せ
ぬ
月
と
こ

そ
み
め

〈
第
十
二
〉�

①
こ
の
御
門
は
、
は
じ
め
東
宮
に
す
ゑ
た
て
ま
つ
り
給
へ
り
け
る

大
宮
の
御
は
ら
な
り
け
り
、
②
御
か
た
ち
も
い
と
め
で
た
く
お
は

し
ま
し
け
れ
ば
、
御
を
ぢ
の
大
臣
二
人
な
が
ら
御
む
す
め
た
て
ま

つ
り
給
ふ
、
③
東
宮
に
位
ゆ
づ
り
た
ま
は
ん
と
き
こ
え
給
け
る
ほ

ど
に
、
か
く
れ
さ
せ
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
あ
め
の
し
た
こ
ひ
た
て

ま
つ
ら
ぬ
人
な
か
り
け
り

二
五

�

は
る
ふ
か
き
み
や
ま
ざ
く
ら
も
ち
り
ぬ
れ
ば
よ
を
う
ぐ
ひ
す
の
な
か
ぬ

日
ぞ
な
き

�

御
乳
母
の
命
婦
の
む
す
め
、
た
い
ふ
の
君
と
て
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
、

み（
マ
マ
（う

あ
り
け
る
人
な
り
け
れ
ば
、
つ
ね
に
歌
よ
み
か
は
さ
せ
給
け

れ
ば
、
か
な
し
き
こ
と
を
お
も
ふ
に
、
う
た
の
事
も
わ
す
れ
て
あ

る
に
、
御
は
て
五
月
に
ま
か
づ
と
て
、�

大
輔
君
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二
六

�
い
ま
は
と
て
み
や
ま
を
い
づ
る
ほ
と
と
ぎ
す
い
か
な
る
や
ど
に
な
か
む

と
す
ら
む

〈
第
十
三
〉�

大
宮
の
、
春
秋
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
、
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
た

い
ふ
、
秋
ぞ
い
と
あ
は
れ
侍
と
き
こ
え
さ
せ
け
れ
ば
、
さ
く
ら
の

め
で
た
か
り
け
る
を
、
は
る
は
猶
わ
ろ
く
や
、
と
て
、
た
ま
は
せ

た
り
け
れ
ば

二
七

�

ひ
と
し
れ
ず
秋
に
こ
こ
ろ
は
よ
せ
し
か
ど
花
み
る
と
き
は
い
づ
れ
と
も

な
し�

お
な
じ
人
、
か
ら
ぎ
ぬ
お
と
し
た
る
、
つ
か
は
す
と
て

二
八

�

心
に
は
を
し
み
け
れ
ど
も
あ
き
か
ぜ
の
ふ
き
お
と
し
た
る
草
葉
な
り
け

り

お
ほ
ん
か
へ
り
、
た
い
ふ

二
九

�

今
は
と
て
か
ぜ
に
た
ぐ
ふ
る
く
ち
ば
を
も
ひ
ろ
ふ
人
こ
そ
を
し
む
な
り

け
れ

第
三
は
、
六
・
七
番
歌
が
贈
答
歌
、
八
・
九
番
歌
も
贈
答
歌
で
あ
る
が
、
詠

ま
れ
た
場
、
時
は
異
な
る
。
六
番
歌
の
詞
書
に
あ
る
「
東
宮
の
女
御
」
が
穏
子

で
あ
る
。
こ
こ
は
「
東
宮
の
母
女
御
は
（
東
宮
ガ
（
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
後
」

く
ら
い
の
意
で
、
産
後
、
体
調
が
整
わ
ず
参
上
で
き
な
い
穏
子
の
代
わ
り
に
女

房
が
参
内
し
て
、
醍
醐
天
皇
と
歌
の
や
り
と
り
を
し
て
い
る
、
と
解
せ
る
。
時

期
的
に
は
、
入
内
し
て
か
ら
立
后
す
る
ま
で
の
女
御
時
代
（
注
（
論
文
・
第
一

節
（
の
ど
こ
か
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
七
番
歌
の
顛
末
を
示
し
て
か
ら
、
八
番

歌
、
九
番
歌
の
詞
書
に
な
っ
て
い
く
。
作
者
名
は
詞
書
か
ら
推
測
で
き
れ
ば
、

歌
の
前
に
改
め
て
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

八
番
歌
の
詞
書
で
は
「
か
の
女
御
」
が
穏
子
で
あ
り
、
彼
女
が
生
ん
だ
皇
子

の
祝
い
の
席
で
の
、
伊
衡
の
中
将
と
醍
醐
天
皇
と
の
や
り
と
り
が
収
め
ら
れ
て

い
る
。
歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
は
皇
后
時
代
（
注
（
論
文
・
第
二
節
（
と
な
る
。

「
三
年
」
が
具
体
的
に
ど
こ
に
あ
た
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
具
体
的
に
説
明

し
よ
う
と
い
う
よ
り
は
、
最
初
の
子
で
あ
る
東
宮
（
保
明
（
の
出
産
か
ら
、
次

の
康
子
内
親
王
、
朱
雀
天
皇
（
寛
明
（、
村
上
天
皇
（
成
明
（
の
出
産
ま
で
の

期
間
の
長
さ
（
康
子
内
親
王
の
出
産
ま
で
十
六
年
（、
そ
の
理
由
を
体
調
不
良

に
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
六
番
歌
の
詞
書
と
あ
わ
せ
て
考
え
て
も
、
東
宮
・

保
明
を
出
産
後
、
体
調
が
悪
く
宮
仕
え
に
支
障
が
あ
っ
た
期
間
が
実
際
に
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
見
す
る
と
六
・
七
番
歌
、
八
・
九
番
歌
は
、「
女
御
」
穏
子
の
存
在
を
核

と
し
て
ゆ
る
や
か
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
六
・
七
番
歌
が
東
宮
・
保
明

の
誕
生
ま
も
な
く
の
も
の
で
、
八
・
九
番
歌
が
朱
雀
天
皇
あ
る
い
は
村
上
天
皇

が
生
ま
れ
て
百
日
を
祝
っ
た
際
に
詠
ま
れ
た
と
な
る
と
、
両
贈
答
歌
の
間
に
は

十
五
年
以
上
の
開
き
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
八
番
歌
の
詞
書
で
さ
ら
に
注
意
し

た
い
の
は
、「
か
く
て
、
か
の
女
御
、
三
年
を
へ
て
お
こ
た
り
給
て
、
後
に
朱

雀
、
村
上
な
ど
は
む
ま
れ
給
へ
る
な
り
け
り
」
の
「
朱
雀
、
村
上
」
を
い
わ
ゆ

る
諡
号
と
考
え
る

（
（（
（

と
、
穏
子
自
身
は
「
女
御
」
と
表
現
さ
れ
な
が
ら
、「
百
日
」

を
説
明
す
る
た
め
、
さ
ら
に
後
代
か
ら
の
視
点
が
入
り
込
み
、
説
明
が
な
さ
れ
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て
い
る
点
で
あ
る
。

詞
書
に
見
ら
れ
る
人
物
呼
称
に
こ
だ
わ
り
た
い
の
で
、
八
番
歌
の
作
者
で
あ

る
藤
原
伊
衡
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
伊
衡
は
藤
原
敏
行
の
三
男
で
、
歌
の
才

に
恵
ま
れ
て
い
た
。
醍
醐
天
皇
、
朱
雀
天
皇
の
二
代
に
仕
え
、
娘
を
更
衣
と
し

て
醍
醐
天
皇
の
も
と
へ
入
内
さ
せ
て
も
い
る
。『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
延

長
二
（
九
二
四
（
年
十
月
十
四
日
、「
右
近
権
中
将
」
と
な
り
、
同
月
二
十
三

日
、「
春
宮
亮
」
を
兼
ね
る
に
至
る

（
（（
（

。
こ
の
「
春
宮
」
は
寛
明
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
が
、
彼
が
東
宮
に
立
つ
の
は
延
長
三
年
十
月
二
十
一
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
「
春
宮
亮
」
を
兼
ね
た
の
は
延
長
三
年
十
月
二
十
三
日
の
可
能

性
が
あ
り
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
「
権
中
将
」
に
任
じ
ら
れ
た
の
も
三
年
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
延
長
六
（
九
二
八
（
年
六
月
九
日
、「
転
左
中
将
」
と
あ

る
。
延
長
二
年
、
も
し
く
は
三
年
以
降
の
延
長
年
間
か
ら
、
次
の
承
平
年
間
の

前
半
に
か
け
て
「
中
将
」
の
任
に
あ
っ
た
。

寛
明
は
延
長
元
年
七
月
二
十
四
日
の
誕
生
で
、
い
わ
ゆ
る
百
日
は
同
年
十
一

月
の
初
旬
に
あ
た
る
。
こ
の
と
き
母
・
穏
子
は
主
殿
寮
に
滞
在
中
で
、
同
月
二

十
一
日
、
弘
徽
殿
に
遷
御
し
て
い
る

（
（（
（

。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
皇
子
・
寛
明
を

伴
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
、
翌
二
年
八
月
、
弘
徽
殿
で
の
親
王
着
袴
が
行
わ
れ

た
と
い
う
記
事
に
よ
り
、
こ
の
と
き
ま
で
に
寛
明
が
参
内
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る

（
（（
（

。
成
明
は
延
長
四
年
六
月
二
日
の
誕
生
で
、
い
わ
ゆ
る
百
日
は
同
年
九
月
中
旬

に
あ
た
る
。
母
・
穏
子
は
内
裏
外
郭
の
桂
芳
坊
に
て
出
産
、
約
一
月
後
の
七
月

十
日
に
は
子
ど
も
達
を
と
も
な
い
弘
徽
殿
へ
遷
御
し
て
い
る

（
（（
（

。
つ
ま
り
里
第
へ

下
が
ら
ず
、
宮
中
で
出
産
し
、
一
ヶ
月
後
に
は
居
所
に
し
て
い
た
内
裏
内
殿
舎

へ
康
子
内
親
王
、
東
宮
・
寛
明
、
新
皇
子
と
戻
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
記
録
か
ら
、
恐
ら
く
弘
徽
殿
で
行
わ
れ
た
成
明
の
百
日
の
祝
い
の
折
に
、
父

で
あ
る
醍
醐
天
皇
と
、
東
宮
亮
で
中
将
で
も
あ
る
近
臣
・
伊
衡
が
祝
い
の
歌
を

詠
み
合
っ
た
、
八
、
九
番
歌
は
そ
の
と
き
の
歌
、
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

そ
の
理
解
を
促
す
大
き
な
決
め
手
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
伊
衡
の
中
将
」
が
あ
る
。

同
じ
贈
答
歌
を
収
め
る
『
玉
葉
集
』
で
は
、
成
明
の
祝
い
の
折
で
の
歌
と
解
し
、

「
天
暦
の
み
か
ど
む
ま
れ
さ
せ
給
て
御
百
日
の
夜
よ
ま
せ
侍
り
け
る

参
議
伊

衡
朝
臣
」（

（（
（

と
の
詞
書
と
作
者
名
を
付
し
て
い
る
。

ま
た
引
用
し
て
い
な
い
が
、
一
〇
番
歌
の
詞
書
に
も
伊
衡
の
名
が
見
え
る
。

八
・
九
番
歌
の
次
の
一
〇
・
一
一
番
歌
も
贈
答
歌
で
、
こ
ち
ら
は
醍
醐
天
皇
と

伊
衡
の
娘
で
あ
る
御
息
所
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
一
〇
番
歌
の
詞
書
に
「
こ

れ
ひ
ら
の
宰
相
、
む
す
め
を
た
て
ま
つ
り
け
る
が
…
（
後
略
（
…
」
と
あ
る
。

「
宰
相
」
と
は
「
参
議
」
の
唐
名
で
あ
り
、
彼
が
「
参
議
」
に
任
じ
ら
れ
た
の

は
承
平
四
年
十
二
月
二
十
一
日
、
朱
雀
天
皇
の
御
代
で
の
出
来
事
で
あ
っ
た

（
（（
（

。

つ
ま
り
歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
よ
り
ず
っ
と
後
の
官
職
（
伊
衡
に
と
っ
て
は
最
終

官
職
（
と
と
も
に
、
名
が
示
さ
れ
て
い
る
。

配
列
と
し
て
連
続
す
る
歌
に
お
い
て
、
同
一
人
物
の
呼
び
方
が
異
な
る
。
男

性
官
人
に
お
い
て
、
歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
に
即
し
た
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も

の
が
用
い
ら
れ
る
現
象
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
延
喜
御
集
』
の
編
者
は
、

歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
の
人
物
達
の
立
場
を
厳
密
に
踏
ま
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

さ
そ
う
だ
。
歌
集
編
纂
時
、
手
元
に
あ
っ
た
歌
と
、
そ
の
歌
に
付
さ
れ
て
い
た

詞
書
、
そ
れ
に
自
ら
の
知
識
や
見
聞
を
加
え
て
い
っ
た
、
と
ひ
と
ま
ず
考
え
て

お
き
た
い
。
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第
十
二
は
、
二
五
番
歌
、
二
六
番
歌
、
と
も
に
急
逝
し
た
東
宮
・
保
明
を
悼

む
歌
で
あ
る
。
贈
答
歌
で
は
な
い
。
二
五
番
歌
は
、『
延
喜
御
集
』
の
詞
書
に

は
作
者
が
明
記
さ
れ
な
い
が
『
続
古
今
和
歌
集
』
に
同
じ
歌
が
収
め
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
詞
書
に
は
「
延
長
元
年
三
月
、
文
彦
太
子
の
こ
と
を
な
げ
き
給
ひ
て

よ
ま
せ
た
ま
う
け
る

延
喜
御
歌
」
と
あ
る
。
醍
醐
天
皇
の
歌
で
あ
る
。
二
五

番
歌
の
詞
書
、
①
の
箇
所
で
は
、「
こ
の
御
門
」
は
、
穏
子
所
生
の
朱
雀
天
皇

か
村
上
天
皇
を
指
し
て
お
り
、「
東
宮
」
を
保
明
、「
大
宮
」
を
穏
子
と
理
解
す

る
の
が
自
然
で
あ
る
。
②
の
箇
所
で
は
、
書
か
れ
て
い
な
い
が
主
語
が
東
宮
・

保
明
に
な
る
。
叔
父
の
「
大
臣
二
人
」
と
は
、
穏
子
の
兄
・
藤
原
時
平
、
藤
原

忠
平
、「
御
む
す
め
」
は
藤
原
仁
善
子
と
、
藤
原
貴
子
で
あ
る
。
③
の
箇
所
で

は
、
書
か
れ
て
い
な
い
が
前
半
の
主
語
が
醍
醐
天
皇
と
な
り
、
後
半
の
主
語
が

東
宮
・
保
明
と
な
る
。
二
六
番
歌
の
「
御
乳
母
の
命
婦
の
む
す
め
、
た
い
ふ
の

君
」
は
東
宮
の
乳
母
子
、「
大
輔
」
と
さ
れ
る
。
詞
書
「
み
う
」
は
「
み
こ

（
皇
子
（」
の
誤
写
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
東
宮
の
乳
母
子
で
あ
る
と
と
も
に
い

わ
ゆ
る
召
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
う
な
る
と
「
つ
ね
に
」
歌
を
詠
み
交
わ
し

た
相
手
は
東
宮
あ
る
い
は
、
後
ろ
の
第
十
三
か
ら
穏
子
と
い
う
可
能
性
も
あ
ろ

う
。
ど
ち
ら
の
歌
も
東
宮
・
保
明
の
早
す
ぎ
る
死
を
核
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。

歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
は
、
穏
子
の
女
御
時
代
の
末
か
ら
、
皇
后
時
代
の
始
め
に

か
け
て
と
な
る
。『
日
本
紀
略
』
に
よ
れ
ば
、
東
宮
が
死
去
し
た
の
は
延
喜
二

十
三
年
三
月
二
十
一
日
、
穏
子
の
皇
后
立
后
は
同
年
四
月
二
十
六
日
で
あ
っ
た
。

三
月
末
に
醍
醐
天
皇
の
詠
ん
だ
歌
が
二
五
番
歌
、
四
月
と
閏
四
月
を
経
て
五
月

に
大
輔
君
が
詠
ん
だ
歌
が
二
六
番
歌
と
な
る
。

詞
書
①
の
部
分
に
、
歌
が
詠
ま
れ
た
時
と
は
異
な
る
時
間
的
視
点
か
ら
の
記

述
が
入
り
込
み
、
そ
こ
で
穏
子
が
「
大
宮
」
と
称
さ
れ
て
い
る
点
、
注
意
が
必

要
で
あ
る
。
死
去
し
た
東
宮
と
「
御
門
」
が
同
母
兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
恐
ら
く

言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
御
門
」
が
主
語
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
上
に
、

弟
に
な
る
側
が
即
位
し
た
「
御
門
」
と
表
現
さ
れ
た
こ
と
で
、
二
五
番
歌
が
詠

ま
れ
た
時
か
ら
時
間
的
に
下
る
方
向
で
大
き
な
隔
た
り
を
生
ん
で
し
ま
っ
て
い

る
。
②
で
は
逆
に
東
宮
の
生
前
、
つ
ま
り
時
間
的
に
遡
る
方
向
へ
巻
き
戻
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
時
間
的
な
ズ
レ
は
、
①
→
③
へ
記
述
が
進
む
に
つ
れ
、
歌
が
詠

ま
れ
た
時
へ
と
ピ
ン
ト
が
合
っ
て
く
る
。
①
か
ら
②
に
お
い
て
東
宮
・
保
明
周

辺
の
人
間
関
係
を
説
明
し
た
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
う
ま
く
文
章
化
で
き
て
い

な
い
印
象
を
受
け
る
。

ち
な
み
に
「
こ
の
御
門
」
が
朱
雀
天
皇
・
村
上
天
皇
の
い
ず
れ
を
指
す
か
考

え
て
み
る
。
同
集
三
二
〜
三
四
番
歌
と
三
六
・
三
七
番
歌
の
五
首
、
こ
れ
ら
は

朱
雀
天
皇
関
連
の
歌
の
混
入
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
五
首
の
詞
書
の
中
に
、

朱
雀
天
皇
を
指
し
て
「
み
か
ど
」「
此
御
門
」「
朱
雀
院
の
御
門
」
と
い
う
表
現

が
見
ら
れ
る
。
一
方
で
村
上
天
皇
に
つ
い
て
は
先
に
取
り
上
げ
た
八
・
九
番
歌

の
詞
書
に
「
朱
雀
、
村
上
」
と
あ
る
以
外
、
表
現
や
、
歌
の
混
入
は
見
ら
れ
な

い
。
よ
っ
て
朱
雀
天
皇
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

第
十
三
の
二
七
番
歌
は
、
そ
の
詞
書
に
「
大
宮
」
と
あ
り
、
前
段
か
ら
穏
子

と
な
る
。
穏
子
か
ら
大
輔
に
春
秋
に
関
す
る
問
い
が
（
か
つ
て
（
あ
り
、
そ
の

際
、
大
輔
は
秋
と
答
え
た
。
し
か
し
春
に
な
り
、
桜
の
あ
ま
り
の
す
ば
ら
し
さ

に
穏
子
が
「
こ
れ
で
も
春
は
秋
に
劣
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
枝
を
贈
っ
て
き
た
。

そ
の
際
の
大
輔
の
歌
、「
ひ
と
し
れ
ず
秋
に
こ
こ
ろ
は
よ
せ
し
か
ど
花
み
る
と

き
は
い
づ
れ
と
も
な
し
」、
と
解
せ
る
。
こ
こ
で
の
詞
書
な
ら
び
に
「
大
宮
」
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の
使
わ
れ
方
に
は
、
第
十
二
の
詞
書
①
の
よ
う
な
時
間
的
違
和
感
は
な
い
。
宮

廷
文
化
を
高
め
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
大
宮
・
穏
子
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
な

印
象
を
受
け
る
。
た
だ
し
、
こ
の
歌
は
、『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
九
・
雑
下
に
、

�
元
良
の
親
王
、
承
香
殿
の
と
し
子
に
春
秋
い
づ
れ
か
ま
さ
る
と

問
ひ
侍
け
れ
ば
、
秋
も
お
か
し
う
侍
り
と
言
ひ
け
れ
ば
、
お
も

し
ろ
き
桜
を
、
こ
れ
は
い
か
ゞ
、
と
言
ひ
て
侍
け
れ
ば
、

五
一
〇

お
ほ
か
た
の
秋
に
心
は
寄
せ
し
か
ど
花
見
る
時
は
い
づ
れ
と
も
な
し

と
別
の
人
物
か
ら
の
問
い
に
、
別
の
作
者
が
答
え
る
歌
（
異
同
あ
り
（
と
し
て

収
め
ら
れ
る
。

二
八
番
歌
、
二
九
番
歌
は
「
唐
衣
」
を
め
ぐ
る
贈
答
歌
で
あ
る
。
二
七
番
歌

の
詞
書
に
示
さ
れ
る
大
宮
・
穏
子
と
大
輔
と
の
や
り
と
り
が
、
二
六
番
歌
の
詞

書
の
よ
う
に
常
に
交
わ
さ
れ
て
い
た
、
の
で
あ
れ
ば
、「
お
な
じ
人
」
は
大
輔
、

唐
衣
を
歌
と
と
も
に
「
つ
か
は
」
し
た
の
は
大
宮
・
穏
子
と
解
せ
る
。
二
八
番

歌
が
穏
子
の
詠
、
二
九
番
歌
が
大
輔
の
詠
と
な
る
。
東
宮
の
死
を
悼
む
歌
か
ら
、

大
輔
と
大
宮
・
穏
子
と
の
日
常
的
な
交
流
の
歌
へ
と
、
核
が
大
輔
へ
移
っ
て
配

列
さ
れ
て
い
る
。
時
期
は
第
十
二
と
同
様
、
女
御
時
代
の
末
あ
た
り
と
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
の
二
七
番
歌
か
ら
の
三
首
は
、
東
宮
の
生
前
に
詠
ま

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

穏
子
の
呼
称
に
話
を
戻
す
と
、
第
三
で
は
、
歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
の
立
場
に

即
し
て
「
東
宮
の
女
御
」「
か
の
女
御
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
十
二
か
ら

第
十
三
で
は
、
亡
く
な
っ
た
東
宮
を
は
じ
め
二
人
の
帝
の
母
で
あ
る
最
終
的
な

立
場
の
重
さ
か
ら
「
大
宮
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
穏
子
が
晩

年
、
内
裏
後
宮
に
居
所
を
戻
し
、
崩
御
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
内
裏

内
、
身
近
に
仕
え
る
者
た
ち
は
、
時
期
は
特
定
で
き
な
い
が
、
い
つ
の
頃
か
ら

か
、
彼
女
を
「
大
宮
」
と
称
し
て
い
た
可
能
性
も
高
い
。
同
集
で
は
、「
女
御
」、

あ
る
い
は
「
大
宮
」
と
、
穏
子
も
醍
醐
天
皇
の
キ
サ
キ
の
う
ち
の
一
人
と
し
て

扱
わ
れ
、
キ
サ
キ
と
し
て
突
出
し
た
存
在
で
あ
る
「
嫡
后
」
を
示
す
「
中
宮
」

や
「
后
の
宮
」
は
避
け
ら
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。

『
朱
雀
院
御
集
』
は
や
は
り
孤
本
で
、
全
十
六
首
。
そ
の
冒
頭
に

�

正
月
初
子
日
、
東
宮
と
い
ど
み
て
お
ほ
ん
わ
り
ご
て
う
ぜ
さ
せ
給

う
て
、
中
宮
に
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ふ
と
て
書
つ
め
さ
せ
給
ひ
け
る

一

�

二
葉
よ
り
け
ふ
を
ま
つ
と
は
ひ
か
る
る
と
も
ひ
さ
し
き
ほ
ど
を
く
ら
べ

て
も
み
む

と
あ
る
。
一
番
歌
の
作
者
は
朱
雀
天
皇
。
詞
書
の
「
東
宮
」
は
、
弟
・
成
明
と

考
え
ら
れ
る
。
成
明
が
東
宮
に
立
て
ら
れ
た
の
は
天
慶
七
年
四
月
、
十
九
歳
の

時
で
あ
る
。
一
番
歌
が
詠
ま
れ
た
時
、
成
明
が
東
宮
で
あ
っ
た
と
す
る
と
天
慶

八
年
以
降
と
な
る
。
天
慶
九
年
の
四
月
に
は
朱
雀
天
皇
は
譲
位
す
る
た
め
、
天

慶
八
年
も
し
く
は
九
年
の
正
月
、
と
絞
ら
れ
る
。
穏
子
は
皇
太
后
で
あ
っ
た
。

�

お
り
ゐ
さ
せ
給
ひ
け
る
日
、
雨
の
ふ
り
け
れ
ば
、
よ
み
て
た
て
ま

つ
ら
せ
給
ひ
け
る

一
二

�

日
の
ひ
か
り
て
り
そ
ふ
今
日
の
し
ぐ
る
る
は
い
づ
れ
の
か
た
の
行
へ
な

る
ら
ん中

宮
の
お
ほ
ん
返
し

一
三

�
し
ら
雲
の
お
り
ゐ
る
か
た
や
時
雨
る
ら
ん
お
な
じ
み
や
ま
の
ふ
も
と
な

が
ら
に

一
二
、
一
三
番
歌
は
、
譲
位
時
に
朱
雀
院
、
穏
子
で
交
わ
さ
れ
た
贈
答
歌
で
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『
大
鏡
』
に
同
じ
贈
答
歌
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
続
く
一
四
番
歌
は
引
用
し
て

い
な
い
が
、『
延
喜
御
集
』
三
四
番
歌
と
同
じ
、
朱
雀
院
の
和
歌
と
な
っ
て
い

る
。
最
終
一
六
番
歌
は
、
病
重
く
な
っ
た
朱
雀
院
が
幼
い
昌
子
内
親
王
に
つ
い

て
詠
ん
だ
も
の
で
、『
大
鏡
』、『
村
上
天
皇
御
集
』
一
三
〇
番
歌
と
同
じ
も
の

で
あ
る
。
同
集
で
は
引
用
の
一
番
歌
詞
書
、
な
ら
び
に
一
三
番
歌
詞
書
に
お
い

て
穏
子
を
「
中
宮
」
と
表
現
す
る
。
朱
雀
帝
即
位
と
ほ
ぼ
同
時
に
彼
女
は
皇
太

后
に
な
っ
て
お
り
、
譲
位
後
ま
も
な
く
太
皇
太
后
に
な
っ
て
い
る
。

『
村
上
天
皇
御
集
』
は
全
一
三
八
首
。
一
一
〇
番
歌
、
村
上
天
皇
御
製
「
い

つ
し
か
に
君
に
と
お
も
ひ
し
わ
か
れ
を
ば
法
の
た
め
に
ぞ
け
ふ
は
つ
み
け
る
」

は
、
穏
子
崩
御
後
の
御
八
講
で
の
和
歌
。
詞
書
に
よ
れ
ば
法
要
は
「
弘
徽
殿
」

に
て
行
わ
れ
、
穏
子
は
「
故
太
后
」
と
表
現
さ
れ
る
。『
和
漢
朗
詠
集
』
六
〇

〇
番
歌
、『
拾
遺
和
歌
集
』
一
三
三
八
番
歌
「
い
つ
し
か
と
君
に
と
思
ひ
し
若

菜
を
ば
法
の
た
め
に
ぞ
今
日
は
摘
み
つ
る
」
と
あ
る
。『
和
漢
朗
詠
集
』
に
詞

書
は
な
い
が
、『
拾
遺
和
歌
集
』
で
は
穏
子
を
「
故
后
の
宮
」
と
表
現
し
て
い

る
。『

大
和
物
語
』
に
お
い
て
穏
子
を
指
す
言
葉
は
「
后
の
宮
」
あ
る
い
は
「
故

后
の
宮
」
で
あ
る
。『
拾
遺
和
歌
集
』
同
様
、
穏
子
詠
の
和
歌
は
な
い
が
、
穏

子
周
辺
の
人
物
（
主
に
女
房
（
が
詠
ん
だ
和
歌
の
詠
歌
事
情
を
示
す
地
の
文
に

現
れ
る
。
五
段
、
九
十
八
段
、
百
十
一
段
「
后
の
宮
」。
八
十
一
段
「
故
后
の

宮
」。
例
と
し
て
五
段
を
引
用
す
る
と
、

�

前
坊
の
君
う
せ
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
大
輔
か
ぎ
り
な
く
悲
し
く
の
み
お

ぼ
ゆ
る
に
、
后
の
宮
、
后
に
立
ち
た
ま
ふ
日
に
な
り
に
け
れ
ば
、
ゆ
ゆ
し

と
て
隠
し
け
り
。
さ
り
け
れ
ば
よ
み
て
い
だ
し
け
る
。

わ
び
ぬ
れ
ば
い
ま
は
と
も
の
を
思
へ
ど
も
心
に
に
ぬ
は
涙
な
り
け
り

の
ご
と
く
で
あ
る
。「
前
坊
の
君
」
は
東
宮
・
保
明
、「
大
輔
」
は
保
明
の
乳
母

子
で
、
キ
サ
キ
（
い
わ
ゆ
る
召
人
（
の
一
人
で
も
あ
っ
た
女
房
。『
延
喜
御
集
』

の
引
用
箇
所
で
も
既
出
の
人
物
で
あ
る
。
冒
頭
は
、
そ
の
大
輔
が
東
宮
・
保
明

を
失
い
悲
し
み
に
暮
れ
て
い
る
間
に
、
今
の
「
后
の
宮
」
で
あ
る
穏
子
が
、
皇

后
に
お
な
り
に
な
る
日
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
不
吉
だ
と
い
う
こ
と
で
大

輔
を
人
目
に
つ
か
な
い
所
に
隠
し
た
、
く
ら
い
の
意
で
あ
る
。
章
段
全
体
か
ら

は
、
東
宮
・
保
明
が
亡
く
な
り
、
ま
も
な
く
皇
后
と
な
っ
た
母
・
穏
子
、
そ
の

周
辺
の
様
子
を
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
女
御
か
ら
皇
后
に
な
る
タ
イ
ミ
ン

グ
で
詠
ま
れ
た
歌
を
、
穏
子
が
皇
后
に
な
っ
た
後
、
あ
ら
た
め
て
説
明
し
伝
え

よ
う
と
し
て
い
る
た
め
、「
后
の
宮
、
后
に
立
ち
た
ま
ふ
日
」
と
な
っ
て
い
る
。

現
存
す
る
『
延
喜
御
集
』
は
、
先
に
触
れ
た
朱
雀
天
皇
関
連
歌
の
混
入
、
一

一
番
歌
の
後
に
脱
落
を
思
わ
せ
る
二
行
分
の
空
白
、
五
番
歌
の
詞
書
が
史
実
に

反
す
る

（
（（
（

な
ど
問
題
が
多
い
。
だ
が
、
穏
子
の
呼
称
に
焦
点
を
あ
て
て
見
る
と

『
拾
遺
和
歌
集
』
や
『
朱
雀
院
御
集
』『
村
上
天
皇
御
集
』『
大
和
物
語
』
の
よ

う
に
「
中
宮
」
や
「
后
の
宮
」
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、「
東
宮
の
女
御
」、

「
大
宮
」
を
用
い
て
い
る
。
古
記
録
や
史
料
に
お
い
て
、
穏
子
を
指
す
場
合
、

后
位
の
転
上
に
か
か
わ
ら
ず
長
く
「
中
宮
」
が
用
い
ら
れ
た
こ
と

（
（（
（

を
考
え
合
わ

せ
て
も
、
こ
れ
は
『
延
喜
御
集
』
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
捉
え
た
い
。

三

歴
史
物
語
に
つ
い
て

次
に
『
大
鏡
』
に
お
け
る
穏
子
関
連
の
箇
所
を
見
て
い
く
。

〈
六
十
代

醍
醐
天
皇
〉
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次
の
帝
、
醍
醐
天
皇
と
申
し
き
。
こ
れ
、
亭
子
太
上
法
皇
の
第
一
の
皇
子
に

お
は
し
ま
す
。（
中
略
（

（
イ
（
こ
の
御
時
ぞ
か
し
、
村
上
か
朱
雀
院
か
の
生
ま
れ
お
は
し
ま
し
た
る
御

五
十
日
の
餅
、
殿
上
に
出
だ
さ
せ
た
ま
へ
る
に
、
伊
衡
中
将
の
和
歌
つ
か
う
ま

つ
り
た
ま
へ
る
は
」

と
て
、
覚
ゆ
め
る
。

（
世
次
（「
ひ
と
と
せ
に
こ
よ
ひ
か
ぞ
ふ
る
今
よ
り
は
も
も
と
せ
ま
で
の
月
影
を

見
む

と
よ
む
ぞ
か
し
。
御
返
し
、
帝
の
し
お
は
し
ま
し
け
む
か
た
じ
け
な
さ
よ
。

�

い
は
ひ
つ
る
言
霊
な
ら
ば
も
も
と
せ
の
後
も
つ
き
せ
ぬ
月
を
こ
そ
見
め

御
集
な
ど
見
た
ま
ふ
る
に
、
い
と
な
ま
め
か
し
う
、
か
く
や
う
の
方
さ
へ
お
は

し
ま
し
け
る
。�

（
三
六
〜
三
七
頁
（

〈
六
十
二
代

村
上
天
皇
〉

次
の
帝
、
村
上
天
皇
と
申
す
。
こ
れ
、
醍
醐
の
帝
の
第
十
四
皇
子
な
り
。
御

母
、
朱
雀
院
の
同
じ
御
腹
に
お
は
し
ま
す
。（
中
略
（

御
母
后
、
延
喜
三
年
癸
亥
、
前
坊
を
う
み
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。
御
年
十

九
。
同
二
十
年
庚
辰
女
御
の
宣
旨
下
り
た
ま
ふ
。
御
年
三
十
六
。
同
二
十
三
年

癸
未
、
朱
雀
院
生
ま
れ
さ
せ
た
ま
ふ
。
閏
四
月
二
十
五
日
、
后
宣
旨
か
ぶ
ら
せ

た
ま
ふ
。
御
年
三
十
九
。
や
が
て
、
帝
う
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
同
月
に
、
后

に
も
た
た
せ
た
ま
ひ
け
る
に
や
。
四
十
二
に
て
、
村
上
は
生
ま
れ
さ
せ
た
ま
へ

り
。

（
ロ
（
后
に
た
ち
た
ま
ふ
日
は
、
先
坊
の
御
こ
と
を
、
宮
の
う
ち
に
ゆ
ゆ
し
が

り
て
申
し
出
づ
る
人
も
な
か
り
け
る
に
、
か
の
御
乳
母
子
に
大
輔
の
君
と
言
ひ

け
る
女
房
の
、
か
く
よ
み
て
出
だ
し
け
る
、

わ
び
ぬ
れ
ば
今
は
と
も
の
を
思
へ
ど
も
心
に
似
ぬ
は
涙
な
り
け
り

（
ハ
（
ま
た
、
御
法
事
は
て
て
、
人
々
ま
か
り
出
づ
る
日
も
、
か
く
こ
そ
は
よ

ま
れ
た
り
け
れ
。

今
は
と
て
み
山
を
出
づ
る
郭
公
い
づ
れ
の
里
に
鳴
か
む
と
す
ら
む

五
月
の
こ
と
に
は
べ
り
け
り
。
げ
に
い
か
に
と
お
ぼ
ゆ
る
ふ
し
ぶ
し
、
末
の
世

ま
で
伝
ふ
る
ば
か
り
の
こ
と
言
ひ
お
く
人
、
優
に
は
べ
り
か
し
な
。

前
の
東
宮
に
お
く
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
か
ぎ
り
な
く
嘆
か
せ
た
ま
ふ
同
年
、

朱
雀
院
生
ま
れ
た
ま
ひ
、
我
、
后
に
た
た
せ
た
ま
ひ
け
む
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
、

御
嘆
き
御
よ
ろ
こ
び
、
か
き
ま
ぜ
た
る
心
地
つ
か
う
ま
つ
れ
。
世
の
、
大
后
と

こ
れ
を
申
す
。�

（
三
九
〜
四
一
頁
（

醍
醐
天
皇
の
条
に
あ
る
「
御
集
」
は
『
延
喜
御
集
』
を
指
す
と
さ
れ
る
。
直

前
に
あ
る
（
イ
（
以
下
の
部
分
は
、
先
に
引
用
し
た
『
延
喜
御
集
』
の
第
三
、

八
番
歌
と
九
番
歌
で
あ
る
。
両
書
の
引
用
を
比
較
し
て
も
ら
え
ば
わ
か
る
が
、

「
御
集
な
ど
見
た
ま
ふ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
『
大
鏡
』
の
側
が
『
延
喜
御
集
』

を
参
照
し
て
語
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
祝
わ
れ
る
対
象
を
「
村
上
か
朱
雀
院
か
」

と
決
め
か
ね
る
と
こ
ろ
、
藤
原
伊
衡
を
指
し
て
「
伊
衡
中
将
」
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
な
ど
か
ら
、
直
接
、
御
集
の
本
文
を
見
な
が
ら
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

村
上
天
皇
の
条
に
あ
る
（
ロ
（
以
下
の
部
分
は
、
先
に
引
用
し
た
『
大
和
物

語
』
の
第
五
段
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
乳
母
子
・
大
輔
の
和
歌
と
共
通
す
る
。
続
く
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（
ハ
（
以
下
の
部
分
は
、
再
び
『
延
喜
御
集
』
の
第
十
二
、
二
六
番
歌
と
共
通

す
る
。
比
べ
て
み
れ
ば
、
材
料
と
な
っ
た
作
品
の
地
の
文
、
詞
書
よ
り
、『
大

鏡
』
の
語
り
は
ず
い
ぶ
ん
整
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
長
い
の
で
引
用
し
な
い
が
、『
大
鏡
』
人
、
道
長
（
雑
々
物
語
（
に

は
、
母
后
・
穏
子
の
も
と
へ
行
幸
し
た
折
の
会
話
を
き
っ
か
け
と
し
た
朱
雀
天

皇
の
譲
位
の
事
情
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
続
き
、
国
譲
り
の
日
の
二
人
の

贈
答
歌
と
し
て
、
先
に
引
用
し
た
『
朱
雀
院
御
集
』
の
一
二
番
歌
、
一
三
番
歌

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
先
の
引
用
部
分
を
見
て
も
ら
え
ば
わ
か
る
よ
う

に
「
譲
位
の
事
情
」
と
い
っ
た
記
述
は
『
朱
雀
院
御
集
』
に
は
な
い
。『
大
鏡
』

は
、
母
で
あ
る
穏
子
の
一
言
を
、
あ
た
か
も
突
然
の
譲
位
に
ま
つ
わ
る
真
相
と

し
て
語
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
存
の
歌
集
や
歌
物
語
を
材
料
と
し

な
が
ら
、
素
材
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
や
は
り
そ
こ
は
『
大

鏡
』
と
し
て
、
物
語
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
て
い
く
と
言
え
る
。

な
お
、『
大
鏡
』
で
は
、
穏
子
を
指
す
呼
称
と
し
て
「
御
母
」「
御
母
后
」

「
醍
醐
の
御
時
の
后
」「
母
后
」「
后
の
宮
」
を
用
い
、「
皇
太
后
宮
穏
子
」
と
も

示
す
が
、「
世
の
、
大
后
と
こ
れ
を
申
す
」
と
総
括
す
る
。
村
上
天
皇
の
中
宮

で
あ
り
、
冷
泉
天
皇
、
円
融
天
皇
の
母
で
あ
る
藤
原
安
子
を
「
中
后
」
と
し
、

後
代
の
視
点
か
ら
二
人
の
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。

結
び

以
上
、
藤
原
穏
子
に
関
す
る
仮
名
文
学
作
品
で
の
記
述
を
呼
称
と
と
も
に
概

観
し
て
き
た
。（
一
（
古
記
録
・
史
料
に
見
ら
れ
た
彼
女
の
特
徴
的
な
点
を
振

り
返
り
つ
つ
、
結
び
と
し
た
い
。
息
子
で
あ
る
東
宮
を
失
う
危
機
的
状
況
に

あ
っ
て
后
位
に
つ
い
た
穏
子
で
あ
っ
た
が
、
非
常
に
長
命
で
、
長
い
間
、
在
位

し
つ
づ
け
た
こ
と
が
、
彼
女
自
身
を
特
徴
づ
け
る
点
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
よ

う
。
そ
の
第
一
歩
と
な
っ
た
后
の
位
は
、
そ
れ
ま
で
長
年
空
位
で
あ
っ
た
嫡
后
、

つ
ま
り
「
皇
后
」
位
で
あ
っ
た
。
危
機
的
状
況
の
中
、
非
常
に
不
安
定
な
地
位

に
す
が
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
点
目
と
し
て
、
そ
の
危
機
の
原
因
と

な
っ
た
東
宮
・
保
明
親
王
の
死
、
遡
れ
ば
後
見
と
な
る
べ
き
父
、
長
兄
の
死
な

ど
、
後
宮
生
活
を
送
る
に
あ
た
り
不
運
も
多
か
っ
た
が
、
二
人
の
天
皇
の
母
と

な
る
強
運
も
持
っ
て
い
た
。
三
点
目
と
し
て
、
名
の
み
の
后
で
は
な
く
、
長
き

に
わ
た
り
後
宮
に
住
ま
い
し
、
寛
明
を
直
接
養
育
し
、
ほ
か
の
子
供
た
ち
も
同

様
に
手
元
で
育
て
た
。
息
子
達
に
は
姪
や
、
甥
の
子
に
あ
た
る
娘
達
を
キ
サ
キ

と
し
て
配
し
、
ほ
か
に
も
姪
や
甥
、
孫
に
い
た
る
ま
で
広
く
面
倒
を
見
て
後
見

し
た
。
ま
さ
に
「
宮
廷
」
＝
「
大
宮
」
の
主
と
し
て
長
年
、
君
臨
し
た
の
で
あ

る
。（

二
（
仮
名
文
学
作
品
に
残
さ
れ
る
、
彼
女
に
関
連
し
た
和
歌
や
散
文
を
眺

め
る
と
、
第
一
節
の
屏
風
歌
を
の
ぞ
け
ば
、
そ
の
舞
台
は
す
べ
て
宮
中
で
の
出

来
事
、
そ
の
際
の
歌
（
の
や
り
と
り
（
で
あ
る
。
こ
の
長
年
に
わ
た
る
後
宮
生

活
と
、
皇
子
女
た
ち
と
の
生
活
か
ら
、
居
所
を
中
心
と
し
た
生
活
圏
内
で
、
彼

女
と
子
供
た
ち
の
呼
び
分
け
の
必
要
が
生
じ
、「
后
の
宮
」
な
ど
と
と
も
に

「
大
宮
」
の
語
も
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
断
片
と
し
て
、

『
延
喜
御
集
』
と
い
う
醍
醐
天
皇
と
周
辺
の
人
々
の
歌
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
収
め

た
私
家
集
に
穏
子
が
「
大
宮
」
と
呼
び
表
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
た
い
。

出
身
で
あ
る
藤
原
氏
の
人
々
は
、（
一
（
古
記
録
・
史
料
に
お
い
て
彼
女
を

「
中
宮
」
あ
る
い
は
「
后
の
宮
」
と
呼
称
す
る
（
記
す
（
こ
と
が
も
っ
ぱ
ら
で
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あ
っ
た
。
世
の
人
々
も
こ
れ
に
な
ら
い
（
一
（
の
古
記
録
・
史
料
、（
二
（
の

仮
名
文
学
作
品
に
お
い
て
「
中
宮
」
あ
る
い
は
「
后
の
宮
」
と
呼
称
（
記
（
し

て
い
る
。
彼
女
の
晩
年
に
あ
た
る
時
期
の
記
述
に
お
い
て
は
「
母
后
」「
大
后
」

が
加
わ
り
、
後
代
の
『
大
鏡
』
に
お
い
て
「
大
后
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
に

至
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
当
時
か
ら
右
の
よ
う
に
整
然
と
呼
び
分
け
ら
れ
て
い
た
と
は
断
言

し
難
い
。
人
々
は
呼
び
た
い
対
象
で
あ
る
穏
子
を
ま
ず
混
乱
無
く
伝
え
ら
れ
る

よ
う
に
、
次
に
敬
意
を
込
め
て
呼
び
、
書
き
記
し
て
い
よ
う
。
図
ら
ず
も
①
古

記
録
や
史
料
→
②
歌
集
（
勅
撰
集
・
私
家
集
（
→
③
歌
物
語
→
④
歴
史
物
語
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
毎
の
記
述
の
概
観
と
も
な
っ
た
。
②
に
分
類
さ
れ
る
『
延
喜
御

集
』『
朱
雀
院
御
集
』
は
、
③
の
『
大
和
物
語
』
と
並
ん
で
④
の
『
大
鏡
』
へ

ほ
ぼ
直
接
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
二
つ
の
御
集
が
歌
物
語

0

0

や
歴
史

物
語

0

0

と
同
じ
く
作
品
内
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
抱
え
込
ん
で
い
る
の
か
、
と
言
え

ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
逆
に
『
大
鏡
』
の
側
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
暴
い
て
く
れ

る
の
だ
。
歌
物
語

0

0

で
は
な
く
、
御
集0

（
私
家
集
（、「
物
語
的
歌
集

0

0

」
と
し
て
の

独
自
な
あ
り
よ
う
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

用
例
確
認
、
本
文
引
用
に
用
い
た
文
献
は
、
注
で
特
に
断
ら
な
い
限
り
以
下
の
通
り
で
あ

る
（
書
名
ア
イ
ウ
エ
オ
順
（。

『
延
喜
御
集
』
…
『
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
、
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
（、
久
曾
神
昇
『
八
代
列

聖
御
集
』（
文
明
社
、
昭
和
十
五
年
一
月
（、『
私
家
集
大
成
』
第
一
巻
、
中
古
一
（
明
治

書
院
、
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
（

『
大
鏡
』
…
『
大
鏡
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
平
成
八
年
六
月
（

『
拾
遺
和
歌
集
』
…
『
拾
遺
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
平
成
二
年

一
月
（

『
続
古
今
和
歌
集
』
…
『
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
、
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
（

『
続
後
撰
集
』
…
『
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
、
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
（

『
朱
雀
院
御
集
』
…
『
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
、
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
（

『
貫
之
集
』
…
『
貫
之
集
全
釈
』（
私
家
集
全
釈
叢
書
、
風
間
書
房
、
平
成
九
年
一
月
（

『
村
上
天
皇
御
集
』
…
『
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
、
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
（

『
大
和
物
語
』
…
『
竹
取
物
語

伊
勢
物
語

大
和
物
語

平
中
物
語
』（
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
、
小
学
館
、
平
成
六
年
十
二
月
（

『
和
漢
朗
詠
集
』
…
『
和
漢
朗
詠
集
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
平
成
十
一

年
十
月
（

注
1�

『
う
つ
ほ
物
語
』『
落
窪
物
語
』『
源
氏
物
語
』
な
ど
、
作
り
物
語
に
登
場
す
る
〈
大

宮
〉
に
関
す
る
考
察
は
、
以
下
の
拙
稿
を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
ら
の
論
考

中
で
平
安
時
代
を
中
心
に
「
大
宮
」
に
関
す
る
先
行
研
究
を
繰
り
返
し
紹
介
し
、
用

例
の
検
討
も
行
っ
て
い
る
。

�

「『
源
氏
物
語
』
左
大
臣
の
妻
〈
大
宮
〉
に
つ
い
て
」（
高
橋
亨
編
『
源
氏
物
語
と

帝
』
森
話
社
、
平
成
十
六
年
六
月
（。「〈
大
宮
〉
考

─
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
前

後

─
」（『
静
大
国
文
』
（（
、
平
成
十
七
年
三
月
（。「
源
氏
物
語
〈
大
宮
〉
考

─
弘
徽
殿
女
御
の
場
合

─
」（『
文
学
・
語
学
』
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
181
、

平
成
十
七
年
三
月
（。「
源
氏
物
語
〈
大
宮
〉
考

─
明
石
中
宮
の
場
合

─
」

（『
國
學
院
雑
誌
』
106-

５
、
平
成
十
七
年
五
月
（。「
源
氏
物
語
〈
大
宮
〉
考

─
式

部
卿
宮
の
場
合

─
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
十
九
集
、
古
代
中
世
文
学
論
考

刊
行
会
編
、
新
典
社
、
平
成
十
九
年
五
月
（。

（�

拙
稿
「〈
大
宮
〉
考

─
古
記
録
・
史
料
に
見
る
藤
原
穏
子
─
」（『
名
古
屋
大
学
国

語
国
文
学
』
108
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
（。

（�
断
片
的
な
文
章
が
他
書
に
引
用
さ
れ
て
残
る
『
太
后
御
記
』（『
大
宮
御
記
』
と

も
（
に
つ
い
て
は
、
今
回
、
考
察
対
象
か
ら
外
し
た
。

（�

『
拾
遺
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
平
成
二
年
一
月
（
の
一

一
五
九
番
歌
の
詞
書
に
あ
る
「
延
喜
二
年
」
は
「
延
長
二
年
」
の
誤
り
と
さ
れ
て
い
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る
。
校
注
は
小
町
谷
照
彦
氏
。
同
様
に
、『
貫
之
集
』
の
詞
書
、
底
本
本
文
は
「
延
喜

二
年
」
だ
が
誤
り
と
見
な
さ
れ
「
延
長
二
年
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。『
貫
之
集
全

釈
』（
私
家
集
全
釈
叢
書
、
風
間
書
房
、
平
成
九
年
一
月
（
の
校
注
は
田
中
喜
美
春
氏
。

（�

小
暮
康
弘
「〔
天
暦
八
年
（
九
五
四
（〕
村
上
御
時
名
所
絵
屏
風
歌
（
太
皇
太
后
藤

原
穏
子
七
十
の
賀
の
名
所
絵
屏
風
歌
（
前
」（『
群
馬
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
二
十
、

平
成
五
年
十
二
月
（。
同
氏
「〔
天
暦
八
年
（
九
五
四
（〕
村
上
御
時
名
所
絵
屏
風
歌

（
太
皇
太
后
藤
原
穏
子
七
十
の
賀
の
名
所
絵
屏
風
歌
（
後
」（『
群
馬
女
子
短
期
大
学
紀

要
』
二
十
二
、
平
成
七
年
十
二
月
（。
同
氏
「〔
承
平
四
年
（
九
三
四
（
三
月
廿
六

日
・
十
二
月
九
日
〕
皇
太
后
藤
原
穏
子
五
十
の
賀
の
屏
風
歌
」（『
群
馬
女
子
短
期
大

学
国
文
研
究
』
二
十
三
、
平
成
八
年
三
月
（。『
伊
勢
集
』『
公
忠
集
』
の
用
例
の
確
認
、

本
文
引
用
も
こ
れ
ら
の
論
文
に
よ
る
。

6�

平
安
時
代
に
製
作
さ
れ
た
屏
風
で
現
存
す
る
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
ら
し
い
。

屏
風
歌
に
つ
い
て
は
『
和
歌
文
学
論
集
』
編
集
委
員
会
編
『
屏
風
歌
と
歌
合
』（
和
歌

文
学
論
集
五
、
風
間
書
房
、
平
成
七
年
九
月
（、
田
島
智
子
『
屏
風
歌
の
研
究
』（
和

泉
書
院
、
平
成
十
九
年
三
月
（
を
参
照
し
た
。

7�

久
曾
神
昇
『
八
代
列
聖
御
集
』（
文
明
社
、
昭
和
十
五
年
一
月
（
の
「
八
代
御
集
解

題
」
を
参
照
。
初
出
は
「
平
安
前
期
八
代
御
集
に
就
い
て
（
上
（」（『
国
語
と
国
文

学
』
十
五-

六
、
昭
和
十
三
年
六
月
（
な
ら
び
に
「
平
安
前
期
八
代
御
集
に
就
い
て

（
下
（」（『
国
語
と
国
文
学
』
十
五-

七
、
昭
和
十
三
年
七
月
（。

8�

平
野
由
紀
子
「
物
語
的
歌
集

─
延
喜
御
集
を
中
心
に
─
」（『
王
朝
私
家
集
の
成

立
と
展
開
』
和
歌
文
学
論
集
４
、
風
間
書
房
、
平
成
四
年
一
月
（、
一
七
一
頁
。

（�

『
延
喜
御
集
』
の
本
文
は
、『
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
、
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
（
を
も

と
に
、
久
曾
神
昇
『
八
代
列
聖
御
集
』（
文
明
社
、
昭
和
十
五
年
一
月
（
を
参
考
に
校

訂
し
た
。『
私
家
集
大
成
』
第
一
巻
、
中
古
１
（
明
治
書
院
、
昭
和
四
十
八
年
十
一

月
（
も
参
照
し
た
。
歌
番
号
は
三
書
に
共
通
し
て
い
る
。
区
分
番
号
は
、
平
野
由
紀

子
氏
の
注
8
論
文
に
よ
る
。
平
野
氏
は
三
十
七
首
収
め
ら
れ
る
和
歌
を
、
十
九
に

「
区
分
」
し
て
お
り
、
本
稿
で
も
、
こ
の
「
区
分
」
を
使
用
す
る
。

10�

久
曾
神
氏
は
注
7
論
文
に
お
い
て
、
成
立
時
期
を
伺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

11�

『
公
卿
補
任
』
第
一
篇
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
一
年
八
月
（、
朱
雀
天
皇
・
承

平
四
年
の
条
に
あ
る
略
伝
を
参
照
。
同
書
、
承
平
八
年
（
天
慶
元
年
（
の
条
に
、
十

二
月
十
七
日
に
六
十
三
歳
で
卒
し
た
、
と
も
あ
る
。
最
終
官
職
は
「
正
四
位
下
・
左

兵
衛
督
」。

1（�

『
貞
信
公
記
』
大
日
本
古
記
録
（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
（、
延
長
元
年

九
月
五
日
、
十
一
月
二
十
一
日
の
条
を
参
照
。

1（�

『
西
宮
記
』
神
道
大
系
・
朝
儀
祭
祀
編
二
（
神
道
大
系
編
纂
会
、
平
成
五
年
六
月
（、

延
長
二
年
八
月
二
十
九
日
の
条
を
参
照
。

1（�

『
貞
信
公
記
』
大
日
本
古
記
録
（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
（、
延
長
四
年

六
月
二
日
、
七
月
十
日
の
条
を
参
照
。

1（�

『
玉
葉
集
』
の
本
文
は
、『
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
、
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
（
を
参
照
、

引
用
し
た
。

16�

『
公
卿
補
任
』
第
一
篇
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
一
年
八
月
（、
朱
雀
天
皇
・
承

平
四
年
の
条
を
参
照
。

17�

注
8
の
平
野
氏
の
論
文
に
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。
五
番
歌
の
詞
書
「
お
な
じ
三

条
の
は
は
御
息
所
う
せ
た
ま
へ
り
と
（
後
略
（」
あ
り
、
醍
醐
天
皇
が
和
歌
を
詠
ん
で

い
る
。
こ
こ
の
「
御
息
所
」
は
四
番
歌
の
作
者
で
あ
る
「
三
条
右
大
臣
の
女
御
」
と

同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
、
藤
原
能
子
を
指
す
。
史
実
で
は
藤
原
能
子
は
醍
醐
天
皇
の

崩
御
後
に
死
去
し
て
い
る
。

18�

注
（
の
拙
稿
を
参
照
願
い
た
い
。

［
付
記
］�

本
論
は
、
二
〇
一
二
年
度
成
蹊
大
学
大
学
助
成
、
個
人
研
究
（
テ
ー
マ
「
平
安

文
学
研
究
」（
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。（

ど
い
・
な
お
こ

本
学
常
勤
講
師
（


