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は
じ
め
に

　

藤
原
朝
光
（
天
暦
五
年
（
九
五
一
）
～
長
徳
元
年
（
九
九
五
））
は
、
関
白
太

政
大
臣
兼
通
男
で
、
母
は
有
明
親
王
女
昭
子
女
王
で
あ
る
。
天
延
二
年

（
九
七
四
）
に
二
十
四
歳
と
い
う
若
さ
で
参
議
に
任
じ
ら
れ
、
そ
の
後
も
数
年
間

は
順
調
に
昇
進
し
た
が
、「
父
殿
う
せ
給
に
し
か
ば
、
よ
の
な
か
お
と
ろ
へ
な

ど
し
て
、
御
や
ま
ひ
も
を
も
く
て
、
大
将
も
辞
し
給
て
し
こ
そ
、
く
ち
を
し
か

り
し
か
。
さ
て
た
ゞ
按
察
大
納
言
と
ぞ
き
こ
え
さ
せ
し
。（『
大
鏡
』「
兼
通
伝
」

157
頁⑴
）」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
父
没
後
の
官
職
は
進
ま
ず
、
大
納
言
を
極
官

と
し
て
四
十
五
歳
で
没
し
た
。

　

一
方
、「
和
哥
な
ど
こ
そ
、
い
と
お
か
し
く
あ
そ
ば
し
ゝ
か
。（
同
）」
と
記

さ
れ
、
勅
撰
集
に
二
十
九
首
入
集
す
る
な
ど
、
朝
光
は
歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ

て
い
る
。
後
代
の
評
価
が
高
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
歌
人
小
大
君
や
馬
内
侍
と

の
恋
愛
も
知
ら
れ
て
お
り
、
和
歌
も
よ
く
す
る
貴
公
子
と
し
て
、
女
房
社
会
に

お
い
て
も
注
目
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
朝
光
の
家
集
は
あ
ま
り
研

究
さ
れ
て
い
な
い
が
、
朝
光
の
人
間
関
係
を
探
る
上
で
は
興
味
深
い
。
そ
こ
で
、

男
性
貴
族
社
会
・
官
人
と
し
て
の
朝
光
と
、
文
化
人
と
し
て
の
朝
光
を
、
和
歌

か
ら
考
察
し
た
い
。

一　

官
人
と
し
て

　

ま
ず
、
官
人
と
し
て
の
朝
光
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

朝
光
は
『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
兼
通
四
男
と
あ
る
が
、『
大
鏡
』
に
「
こ

の
か
み
の
大
臣
宰
相
に
て
お
は
し
け
る
ほ
ど
は
、
こ
の
殿
は
中
納
言
に
て
ぞ
お

は
し
け
る
。（「
兼
通
伝
」
156
頁
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
七
歳
年
上
の
兄
顕
光
（
極

官
左
大
臣
）
よ
り
も
昇
進
が
早
く
、
兄
が
参
議
に
な
っ
た
と
き
、
朝
光
は
す
で

に
権
中
納
言
だ
っ
た
。
朝
光
と
顕
光
の
官
歴
を
調
べ
る
と
、
そ
れ
は
一
層
は
っ

き
り
す
る
。
叙
爵
こ
そ
顕
光
の
方
が
早
い
が
、
そ
れ
で
さ
え
顕
光
が
応
和
元
年

（
九
六
一
）
に
十
八
歳
で
叙
爵
し
た
の
に
対
し
、
朝
光
は
同
年
中
に
十
一
才
で
童

殿
上
し
、
二
年
後
に
叙
爵
し
た
。
そ
の
後
は
常
に
朝
光
の
方
が
上
位
で
あ
っ
た
。

天
禄
三
年
（
九
七
二
）
摂
政
太
政
大
臣
・
氏
長
者
だ
っ
た
伊
尹
が
没
し
、
朝
光

の
父
兼
通
が
関
白
・
氏
長
者
と
な
っ
た
後
、
も
っ
と
も
早
く
参
議
と
な
っ
た
の

も
朝
光
で
あ
る
。
天
延
三
年
（
九
七
五
）
に
五
人
を
超
え
て
二
十
五
歳
で
権
中

納
言
、
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
四
月
に
は
三
人
を
超
え
て
二
十
七
歳
で
権
大
納

言
に
進
ん
で
お
り⑵
、
兼
通
嫡
男
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
同
年
十
一
月

に
兼
通
が
没
す
る
と
昇
進
は
停
滞
し
、
永
延
元
年
（
九
八
七
）
に
大
納
言
に
転

じ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
極
官
と
な
っ
た
。

藤
原
朝
光
と
『
朝
光
集
』

高
　
　
橋
　
　
由
　
　
記
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ま
た
、
朝
光
は
「
閑
院
大
将
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
こ
れ
は
貞
元
二
年
（
九
七
七
）

に
二
十
七
歳
と
い
う
若
さ
で
左
大
将
に
任
じ
ら
れ
て
以
来
、
永
祚
元
年

（
九
八
九
）
に
病
で
辞
す
ま
で
の
足
か
け
十
三
年
間
、
そ
の
官
に
あ
っ
た
こ
と
に

よ
る
。
朝
光
が
左
大
将
と
な
っ
た
の
は
、
十
一
月
に
父
が
没
し
た
後
の
十
二
月

で
、
頼
忠
政
権
下
と
な
り
頼
忠
が
大
将
を
辞
し
た
こ
と
に
よ
る
が
、
朝
光
以
前

は
二
十
代
で
大
将
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
は
非
常
に
珍
し
く
、
宇
多
朝
以
降
で
は

時
平
と
朝
光
だ
け
で
あ
る⑶
。
八
十
年
前
に
時
平
が
任
じ
ら
れ
て
以
降
、
四
十

代
・
五
十
代
あ
る
い
は
六
十
代
の
顕
官
が
務
め
て
き
た
大
将
に
、
二
十
七
歳
の

朝
光
が
任
じ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
に
「
近
衛
の
大
将
、
も
の
よ

り
こ
と
に
め
で
た
し
（
二
〇
八
段
「
見
物
は⑷
」）」、
あ
る
い
は
「
き
ら
き
ら
し

き
も
の　

大
将
の
御
前
駆
追
ひ
た
る
。（
二
八
〇
段
「
き
ら
き
ら
し
き
も
の
」）」

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
将
は
六
人
の
随
身
が
先
を
追
い⑸
、
そ
の
様
は
衆
目
を

集
め
た
。
そ
れ
が
若
い
朝
光
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
特
に
女
房
た
ち
の
話
題

を
掠
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
で
源
氏
が
大
将
と
記
さ
れ
る
の
は
「
葵
」

巻
で
二
十
二
歳
の
と
き
、
夕
霧
が
右
大
将
に
な
っ
た
の
は
「
若
菜
上
」
巻
で

十
九
歳
だ
っ
た
が
、
若
い
貴
公
子
が
大
将
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
の
史
的
基
層
と

し
て
、
実
在
人
物
で
あ
る
朝
光
の
存
在
が
あ
っ
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
朝
光
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
に
大
納
言
を
極
官
と
し
て
没
し
て
い
る
。

朝
光
が
権
大
納
言
に
な
っ
た
の
は
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
二
十
七
歳
の
と
き
だ

か
ら
、
権
官
か
ら
正
官
へ
の
転
任
は
あ
っ
た
も
の
の⑹
、
二
十
年
近
く
大
納
言
の

ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
朝
光
の
父
兼
通
が
没
し
、
ま
た
朝
光
が
近
侍
し
た

円
融
天
皇
が
退
位
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
政
権
が
兼
家
に
動
い
た
こ
と

と
無
関
係
で
は
な
い
。
と
く
に
兼
家
政
権
下
以
降
の
官
位
の
停
滞
は
顕
著
で
、

一
条
朝
で
は
年
若
い
道
隆
・
道
兼
・
伊
周
が
次
々
と
大
臣
に
任
じ
ら
れ
た
が
、

朝
光
は
大
納
言
の
ま
ま
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
二
十
七
歳
と
い
う
若
さ

で
権
大
納
言
に
な
っ
た
が
故
の
停
滞
で
あ
り
、
三
十
代
後
半
で
の
大
納
言
は
決

し
て
昇
進
が
遅
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
父
政
権
下
で
は
わ
ず
か
三
年
で

参
議
か
ら
権
大
納
言
に
ま
で
な
っ
た
朝
光
に
し
て
み
れ
ば
、
兼
家
流
に
比
し
た

自
分
の
沈
淪
を
歎
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。『
朝
光
集
』
に
は
沈
淪
を
歎
く

歌
も
あ
る
（
30
～
33
）。

　

朝
光
は
御
曹
司
と
し
て
の
早
す
ぎ
る
出
世
と
、
そ
の
後
の
官
位
の
停
滞
と
い

う
両
極
面
を
持
つ
。
あ
ま
り
例
の
な
い
二
十
代
で
の
左
大
将
任
官
と
い
う
こ
と

も
含
め
て
、
当
時
の
貴
族
社
会
、
女
房
社
会
に
お
い
て
注
目
を
集
め
た
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

二　
『
栄
花
物
語
』・『
大
鏡
』
の
朝
光

　

次
に
、『
栄
花
物
語
』・『
大
鏡
』
に
記
さ
れ
た
朝
光
を
確
認
し
た
い
。『
栄
花

物
語
』
で
朝
光
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
み
え
る
の
は
、
娘
姫
子
の
入
内

に
関
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
大
将
殿
は
、
堀
河
ど
の
ゝ
三
郎
、
あ
る
が
中
に
め
で
た
き
お
ぼ
え
お

は
し
き
。
今
に
世
に
捨
て
ら
れ
給
は
ず
。（
中
略
）
こ
堀
河
ど
の
ゝ
御
宝
は
、

こ
の
大
将
の
御
も
と
に
ぞ
皆
わ
た
り
に
た
る
。
故
中
宮
の
御
物
の
具
ど

も
ゝ
、
た
ゞ
こ
の
殿
を
い
み
じ
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
へ
り
け
れ

ば
、
そ
れ
も
皆
こ
の
殿
に
ぞ
渡
り
に
け
る
。
い
み
じ
う
め
で
た
く
て
参
ら

せ
給
へ
り
。
こ
の
母
宮
に
は
殿
は
今
は
御
心
か
は
り
て
、
枇
杷
の
大
納
言

の
ぶ
み
つ
の
北
の
方
は
、
故
敦
忠
権
中
納
言
の
御
女
な
り
、
そ
れ
に
大
納

言
う
せ
給
ひ
て
後
は
お
は
し
通
ひ
て
、
こ
の
上
を
ば
た
ゞ
よ
そ
人
の
や
う

に
て
お
は
す
る
に
、
男
君
達
二
人
こ
の
姫
君
と
お
は
す
れ
ば
、
何
事
も
や

ん
事
な
く
ぞ
思
ひ
き
こ
え
給
へ
れ
ど
、
さ
や
う
の
事
は
同
じ
所
に
て
扱
ひ

き
こ
え
給
は
ん
こ
そ
よ
か
べ
け
れ
、
よ
そ

く
に
は
な
ら
せ
給
へ
り
。
か
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の
枇
杷
の
北
の
方
い
み
じ
う
か
し
こ
う
も
の
し
給
人
な
り
。
こ
の
上
は
児

の
や
う
に
お
は
し
け
れ
ば
、「
い
か
に
」
と
の
み
世
人
い
ひ
思
へ
り
。（
巻

二
「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」
91
頁⑺
）

兼
通
男
の
中
で
は
最
も
世
評
が
高
か
っ
た
こ
と
、
兼
通
と
媓
子
の
遺
産
は
す
べ

て
朝
光
が
相
続
し
た
こ
と
、
源
延
光
室
（
＝
藤
原
敦
忠
女
）
に
通
う
よ
う
に
な

り
、
姫
子
の
母
（
＝
重
明
親
王
女
）
と
は
別
居
し
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
世
間

で
は
ど
う
な
る
こ
と
か
と
取
り
沙
汰
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る⑻
。
巻
三
「
さ
ま

ぐ
の
よ
ろ
こ
び
」
の
源
倫
子
の
婿
選
び
の
際
で
も
、「
閑
院
の
大
将
な
ど
こ

そ
は
、
北
の
方
年
老
ひ
給
て
、
あ
り
な
し
に
て
聞
え
な
ど
す
め
れ
ど
、
か
の
枇

杷
の
北
の
方
な
ど
の
煩
し
く
て
、
こ
の
母
北
の
方
聞
し
め
し
い
れ
ず
。（
110
頁
）」

と
、
朝
光
は
候
補
に
挙
が
り
な
が
ら
、
延
光
室
の
存
在
が
煩
わ
し
い
の
で
、
倫

子
の
母
穆
子
が
却
下
し
た
と
い
う
。
貞
観
殿
尚
侍
登
子
所
生
の
式
部
卿
重
明
親

王
女
と
い
う
貴
顕
の
女
を
室
と
し
、
子
女
に
恵
ま
れ
て
い
な
が
ら
、「
御
母
ば

か
り
（
92
頁
）」
も
年
の
離
れ
た
延
光
室
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
格

好
の
噂
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
世
評
は
と
も
か
く
、
二
人
の
仲
は
決
し
て

悪
く
な
か
っ
た
よ
う
で
、『
公
卿
補
任
』
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
条
に
よ
る
と
、

朝
光
が
没
し
た
の
は
延
光
室
の
枇
杷
第
だ
っ
た⑼
。
ま
た
、『
小
右
記
』
長
和
五

年
（
一
〇
一
六
）
三
月
十
三
日
条
に
「
右
大
弁
先
消
息
云
、
枇
杷
殿
尼
入
滅
、

可
謂
継
母
歟
事
等
太
多⑽
」
と
あ
る
「
枇
杷
殿
尼
」
は
延
光
室
と
思
わ
れ
、
朝
光

男
右
大
弁
朝
経
の
「
継
母
歟
」
と
あ
る
か
ら
、
朝
光
の
死
か
ら
二
十
年
を
経
て

も
、
延
光
室
は
朝
光
後
室
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、『
大
鏡
』
に
は

又
、
堀
河
関
白
殿
の
御
二
郎
、
兵
部
卿
有
明
親
王
の
御
女
の
は
ら
の
君
、

中
宮
の
御
一
腹
に
は
お
は
せ
ず
。
こ
れ
は
又
、
閑
院
大
将
朝
光
と
ぞ
申
し
。

こ
の
か
み
の
大
臣
宰
相
に
て
お
は
し
け
る
ほ
ど
は
、
こ
の
殿
は
中
納
言
に

て
ぞ
お
は
し
け
る
。
ひ
き
こ
さ
れ
給
け
る
ぞ
め
で
た
く
、
そ
の
こ
ろ
な
ど

す
べ
て
い
み
じ
か
り
し
御
よ
お
ぼ
え
に
て
、
御
ま
じ
ら
ひ
の
ほ
ど
な
ど
、

事
の
ほ
か
に
き
ら
め
き
給
き
。
胡
籙
の
水
精
の
は
ず
も
、
こ
の
と
の
ゝ
お

も
ひ
よ
り
し
い
で
た
ま
へ
る
な
り
。
な
に
事
の
行
幸
に
ぞ
や
つ
か
ま
つ
り

給
へ
り
し
に
、
こ
の
や
な
ぐ
ひ
お
ひ
た
ま
へ
り
し
は
、
あ
さ
ひ
の
ひ
か
り

に
か
ゞ
や
き
あ
ひ
て
、
さ
る
め
で
た
き
こ
と
や
は
侍
し
。
い
ま
は
め
な
れ

に
た
れ
ば
、
め
づ
ら
し
か
ら
ず
人
も
お
も
ひ
て
侍
ぞ
。
な
に
ご
と
に
つ
け

て
も
は
な
や
か
に
も
て
い
で
さ
せ
給
へ
り
し
と
の
ゝ
、
父
殿
う
せ
給
に
し

か
ば
、
よ
の
な
か
お
と
ろ
へ
な
ど
し
て
、
御
や
ま
ひ
も
を
も
く
て
、
大
将

も
辞
し
給
て
し
こ
そ
、
く
ち
を
し
か
り
し
か
。
さ
て
た
ゞ
按
察
大
納
言
と

ぞ
き
こ
え
さ
せ
し
。
和
哥
な
ど
こ
そ
、
い
と
お
か
し
く
あ
そ
ば
し
ゝ
か
。

四
十
五
に
て
う
せ
給
に
き
。（「
兼
通
伝
」
156
頁
）

媓
子
と
朝
光
が
「
御
一
腹
に
は
お
は
せ
ず
」
と
あ
る
が
、
島
田
と
よ
子
氏
が
述

べ
ら
れ
た
よ
う
に
同
腹
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
兄
顕
光
よ
り
も
上
位
で
あ
っ
た

こ
と
、
そ
の
こ
ろ
は
羽
振
り
が
良
か
っ
た
こ
と
、
胡
籙
の
矢
筈
を
水
晶
で
作
る

こ
と
を
思
い
つ
い
た
こ
と
、
父
兼
通
没
後
は
沈
淪
し
た
こ
と
、
和
歌
の
才
の

あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
比
較
的
好
意
的
な
描
写
で
あ
る
。
な
か
で
も
水
晶
の
矢
筈

の
く
だ
り
は
興
味
深
い
。「
あ
さ
ひ
の
ひ
か
り
に
か
ゞ
や
き
あ
ひ
て
、
さ
る
め

で
た
き
こ
と
や
は
侍
し
」
と
そ
の
美
し
さ
が
特
筆
さ
れ
、「
い
ま
は
め
な
れ
に

た
れ
ば
」
と
皆
が
こ
ぞ
っ
て
真
似
を
し
た
と
い
う
。
朝
光
が
思
い
つ
い
た
新
し

い
試
み
は
、
奇
抜
な
も
の
で
は
な
く
後
代
に
継
承
さ
れ
る
す
ば
ら
し
い
も
の

だ
っ
た
。
朝
光
の
美
的
セ
ン
ス
の
高
さ
・
発
想
の
豊
か
さ
を
示
す
も
の
で
、
歌

才
と
と
も
に
文
化
人
と
し
て
の
朝
光
の
評
価
を
高
め
た
で
あ
ろ
う
。
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三　

家
集
に
み
る
人
物　

―
円
融
天
皇
―

　

朝
光
の
家
集
『
朝
光
集
』
は
連
歌
三
首
、
長
歌
一
首
を
含
む
全
一
二
五
首
で⑾
、

他
撰
と
見
ら
れ
る
。『
朝
光
集
』
に
関
す
る
論
文
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く⑿
、

研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

さ
て
、
家
集
だ
が
、
贈
答
が
最
も
多
い
の
は
藤
原
済
時
で
、
両
者
の
親
し
さ

が
う
か
が
え
る
。
そ
の
他
、
円
融
天
皇
関
連
の
歌
が
散
見
す
る
こ
と
に
気
付
く
。

朝
光
が
円
融
天
皇
に
近
侍
し
た
こ
と
は
、
安
西
廸
夫
氏
の
御
論
考
に
詳
し
い
が⒀
、

和
歌
か
ら
も
そ
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。

ほ
り
か
は
の
院
の
す
ま
せ
給
ふ
に
、
か
ん
ゐ
ん
の
さ
く
ら
の
花
を
も

し
ろ
く
み
ゆ
れ
ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
将
内
侍

51
か
き
ご
し
に
見
る
あ
だ
人
の
い
ゑ
ざ
く
ら
は
な
ち
り
ば
か
り
ゆ
き
て
を
ら

ば
や

御
か
へ
り

52
を
り
に
こ
と
思
ひ
や
す
ら
ん
さ
く
ら
花
あ
り
し
む
か
し
の
は
る
を
こ
ひ

つ
ゝ

こ
の
贈
答
は
、『
円
融
院
御
集
』（
６
・
７
）
の
他
、『
新
古
今
集
』
に
も
入
り
、

円
融
天
皇
（
院
）
が
堀
河
院
の
在
し
た
と
き
の
詠
だ
と
わ
か
る
。
堀
河
院
は
兼

通
が
伝
領
し
、
媓
子
も
里
邸
と
し
て
い
た
が
、
貞
元
元
年
（
九
七
六
）
の
内
裏

焼
亡
後
に
円
融
天
皇
が
一
年
ほ
ど
里
内
裏
と
し⒁
、
そ
の
後
、
円
融
天
皇
の
後
院

と
し
た⒂
。
堀
河
院
と
閑
院
は
油
小
路
を
隔
て
て
隣
接
し
て
お
り⒃
、
円
融
天
皇

（
院
）
は
朝
光
の
住
む
閑
院
の
桜
を
愛
で
て
贈
歌
し
た
。
円
融
天
皇
（
院
）
と

朝
光
の
関
係
が
良
好
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、

ち
ゝ
お
と
ゞ
の
御
ぶ
く
に
て
も
の
し
給
に
、
内
よ
り
む
ま
の
な
い
し

を
御
つ
か
ひ
に
て
と
は
せ
給
へ
る
に
、
そ
の
夜
と
ゞ
め
て
あ
か
月
に

78
い
か
で
か
は
ゆ
め
に
も
人
の
み
え
つ
ら
ん
も
の
思
ひ
そ
め
し
の
ち
は
ね
な

く
に

か
へ
し

79
な
げ
き
つ
ゝ
我
も
ね
な
く
に
み
る
ゆ
め
の
な
ぐ
さ
む
か
た
は
な
き
と
こ
そ

き
け

朝
光
の
父
兼
通
が
没
し
た
の
は
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
の
こ
と
だ
か
ら
、「
内
」

は
円
融
天
皇
で
あ
る
。
兼
通
は
関
白
太
政
大
臣
で
、
い
わ
ゆ
る
「
一
の
人
」
だ
っ

た
が
、
為
政
者
の
死
に
際
し
、
天
皇
が
そ
の
嫡
男
に
弔
問
の
使
者
を
遣
わ
し
た

わ
け
で
、
こ
れ
も
、
円
融
天
皇
と
朝
光
の
関
係
の
良
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

八
月
ば
か
り
、
に
わ
じ
の
帝
ひ
ろ
さ
は
に
御
ま
す
御
と
も
に
つ
か
う

ま
つ
り
た
ま
ふ
か
へ
さ
に
、
左
に
き
こ
え
た
ま
ふ

123
秋
の
よ
を
い
ま
は
と
か
へ
る
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
な
く
む
し
の
ね
ぞ
か
な
し
か
り

け
る

左
、
御
か
へ
し

124
む
し
の
ね
に
わ
れ
も
な
み
だ
を
お
と
す
か
な
い
と
ゞ
つ
ゆ
け
く
野
べ
や
な

る
ら
ん

八
月
に
あ
っ
た
円
融
院
の
広
沢
御
幸
と
い
え
ば
、『
小
右
記
』
永
延
二
年

（
九
八
八
）
八
月
二
十
一
日
条
に
「
早
朝
入
内
、
続
参
院
（
円
融
法
皇
）、
未
時

許
渡
御
大
僧
正
（
寛
朝
）
広
沢
房
、
左
右
大
将
（
藤
原
朝
光
・
同
済
時
）
及
自

余
公
卿
四
五
人
扈
従
」
と
あ
る
も
の
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
御
幸
に
は
左
大
将
朝

光
・
右
大
将
済
時
以
下
の
公
卿
が
扈
従
し
た
。
朝
光
は
円
融
天
皇
の
後
院
の
別

当
も
兼
ね
て
お
り⒄
、
退
位
後
の
院
に
も
近
侍
し
て
い
た
。

　

朝
光
と
円
融
天
皇
の
関
係
を
示
す
歌
は
、
勅
撰
集
に
も
残
っ
て
い
る
。『
拾

遺
集
』（
巻
九
・
雑
下
）
に
は

円
融
院
の
う
へ
、
う
ぐ
ひ
す
と
ほ
と
と
ぎ
す
と
い
づ
れ
か
ま
さ
る
と
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申
せ
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
納
言
朝
光

512
折
か
ら
に
い
づ
れ
と
も
な
き
鳥
の
ね
も
い
か
が
さ
だ
め
む
時
な
ら
ぬ
身
は

『
朝
光
集
』（
36
）
に
も
入
る
が
、
そ
こ
で
は
「
四
条
の
宮
、
内
大
ば
ん
所
に
、

こ
れ
さ
だ
め
て
と
の
給
へ
る
に
（
35
）」
と
あ
り
、
四
条
宮
関
連
の
歌
と
す
る
。

四
条
宮
が
円
融
天
皇
の
後
院
と
な
っ
た
四
条
院⒅
を
指
す
の
か
、
四
条
宮
と
呼
ば

れ
た
遵
子
を
指
す
の
か
不
明
だ
が
、
円
融
朝
の
鶯
・
時
鳥
優
劣
論
は
『
中
務
集

（
中
務
Ⅱ　

書
陵
部
蔵
本
）』
123
～
128
番
歌
に
も
み
え
、『
能
宣
集
』
431
～
433
番

歌
も
同
時
詠
と
い
う⒆
。
円
融
朝
で
あ
れ
ば
「
時
な
ら
ぬ
身
は
」
は
表
現
上
の

ポ
ー
ズ
と
な
ろ
う
が
、
天
皇
に
直
接
不
遇
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
、

朝
光
は
近
い
存
在
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、『
後
拾
遺
集
』（
巻
十
・
哀
傷
）
に
は
、
円
融
院
崩
後
の
朝
光
の
哀

傷
歌
が
入
っ
て
い
る
。

円
融
院
法
皇
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
む
ら
さ
き
の
に
御
さ
う
そ
う
侍
け

る
に
、
ひ
と
と
せ
こ
の
と
こ
ろ
に
て
子
日
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
こ
と
な

ど
お
も
ひ
い
で
て
よ
み
は
べ
り
け
る　
　
　
　
　
　
　

左
大
将
朝
光

541
む
ら
さ
き
の
く
も
の
か
け
て
も
お
も
ひ
き
や
は
る
の
か
す
み
に
な
し
て
み

む
と
は

円
融
院
が
崩
じ
た
の
は
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
二
月
十
二
日
で
、
こ
の
歌
は
『
栄

花
物
語
』
巻
四
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」・『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
四
―
四
〇
に
も
入
っ

て
い
る
。「
ひ
と
と
せ
こ
の
と
こ
ろ
に
て
子
日
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
」
と
あ
る
円

融
院
の
紫
野
御
幸
は
、
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
二
月
十
三
日
の
こ
と
で
（『
小
右

記
』・『
大
鏡
』
裏
書
）、
朝
光
も
扈
従
し
て
い
た
。
安
西
廸
夫
氏
が
「
正
暦
元

年
十
二
月
、
院
の
御
不
例
に
参
上
し
た
の
が
こ
の
二
人
（
筆
者
注　

朝
光
・
実

資
）、
正
暦
四
年
三
月
、
故
円
融
院
の
御
念
仏
に
参
上
し
た
の
も
こ
の
二
人
と

寛
朝
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
朝
光
と
院
と
が
生
涯
を
通
じ
て
強
く
結
び
つ
い

て
い
た
こ
と
を
示
す
」
と
さ
れ
た
が
、
在
位
中
・
退
位
後
・
崩
後
と
変
わ
ら
ず

に
円
融
天
皇
（
院
）
に
尽
く
し
た
朝
光
の
姿
は
、
歌
か
ら
も
確
認
で
き
る
と
い

え
よ
う
。

　

な
お
、
朝
光
は
貞
元
元
年
（
九
七
六
）
か
ら
八
年
間
、
花
山
天
皇
の
東
宮
時

の
大
夫
を
務
め
、
さ
ら
に
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
か
ら
三
年
間
、
三
条
天
皇

の
東
宮
時
の
大
夫
も
務
め
て
い
る
が
、
現
存
の
和
歌
か
ら
は
花
山
天
皇
や
三
条

天
皇
と
の
繋
が
り
は
う
か
が
え
な
い
。

四　

家
集
に
み
る
人
物　

―
女
性
―

　

朝
光
と
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
で
有
名
な
の
は
小
大
君
と
馬
内
侍
で
あ
る
。

小
大
君
あ
る
い
は
馬
内
侍
の
側
か
ら
み
れ
ば
朝
光
と
の
関
係
は
重
要
だ
が
、

『
朝
光
集
』
に
み
る
女
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
小
大
君
集
』
の
次
の
贈
答
は
朝
光
と
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

人
の
も
と
に
き
け
る
人
の
、
三
年
ば
か
り
さ
ら
に
見
え
ざ
り
け
る
を
、

見
む
と
て
、
あ
す
は
あ
け
は
て
ゝ
、
く
る
ま
は
ゐ
て
こ
と
い
ひ
た
り

け
れ
ば
、
あ
や
し
う
ひ
さ
し
き
こ
と
ゝ
お
も
へ
ど
、
人
を
や
り
て
ぞ

ゐ
て
こ
と
は
い
は
せ
た
り
け
る
を
、
つ
と
ゝ
ら
へ
て
、
う
ち
へ
も
え

い
ら
で
、
見
え
て
、
い
と
ね
た
け
れ
ば
、
を
と
こ
は
藤
大
納
言
と
か

12
い
は
ゞ
し
の
よ
る
の
ち
ぎ
り
も
た
え
ぬ
べ
し
あ
く
る
わ
び
し
き
か
づ
ら
き

の
神

か
へ
し
、
を
と
こ

13
あ
け
た
て
ば
み
じ
と
や
お
も
ふ
か
づ
ら
き
の
神
の
よ
る
に
て
や
み
ぬ
ば
か

り
ぞ

以
下
17
番
歌
ま
で
贈
答
が
続
く
。
12
番
歌
は
小
大
君
の
代
表
歌
と
い
え
る
歌
で
、

相
手
は
「
を
と
こ
は
藤
大
納
言
と
か
」
と
あ
り
、
朝
光
と
い
う
。
ま
た
「
藤
大
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納
言
の
少
将
に
を
は
せ
し
を
り
に
、
女
御
の
御
か
た
に
た
な
ば
た
ま
つ
り
し
た

る
所
に
き
て
（
88
）」
と
あ
る
の
も
、
朝
光
関
連
だ
ろ
う⒇
。
そ
の
他
「
あ
さ
み

つ
の
少
将
（
98
）」
や
「
あ
さ
み
つ
の
少
将
つ
ら
き
は
（
マ
マ
）
こ
ろ
（
148
）」
と
、

朝
光
関
係
歌
は
多
く
、「
あ
る
や
む
ご
と
な
き
人
（
89
）」
も
朝
光
の
こ
と
を
指

す
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
『
小
大
君
集
』
で
相
手
の
名
を
明
記
し
な
い
も
の

も
、
勅
撰
集
で
は
朝
光
関
連
歌
と
す
る
も
の
も
あ
る�
。
二
人
の
関
係
は
、
朝
光

が
少
将
の
頃
に
は
始
ま
っ
て
お
り
（
88
・
98
・
148
）、「
三
年
ば
か
り
さ
ら
に
見

え
ざ
り
け
る
（
12
）」
と
数
年
間
の
途
絶
え
も
あ
り
な
が
ら
、「
し
の
び
て
十
年

ば
か
り
か
よ
ふ
ほ
ど
（
89
）」
と
断
続
的
に
続
い
た
ら
し
い
。『
小
大
君
集
』
は

自
撰
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
朝
光
と
の
贈
答
を
残
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
編
集

意
識
が
み
て
と
れ
る
。
貴
公
子
朝
光
と
の
恋
愛
は
積
極
的
に
残
す
に
価
す
る
も

の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

次
に
馬
内
侍
だ
が
、
馬
内
侍
と
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
男
性
の
う
ち
最
も
長
期

に
わ
た
っ
た
の
が
「
左
大
将
」
で
、『
馬
内
侍
集
』
に
は
「
左
大
将
」
と
の
贈

答
が
二
十
首
以
上
あ
る
。「
左
大
将
、
兵
衛
佐
に
て
を
は
せ
し
と
き
、
う
づ
き

に
物
を
い
ひ
そ
め
（
82
）」
と
あ
り
、
馬
内
侍
と
の
関
係
が
始
ま
っ
た
の
は
兵

衛
佐
だ
っ
た
四
月
で
、
斎
院
出
仕
時
代
の
馬
内
侍
と
も
文
の
や
り
と
り
を
し
て

い
た
（
80
）。
久
し
く
音
沙
汰
の
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
く
（
６
・
25
）、
二

人
の
関
係
は
断
続
的
で
は
あ
っ
た
が
、
あ
る
程
度
の
期
間
に
わ
た
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
馬
内
侍
の
活
躍
期
を
考
え
れ
ば
、
兵
衛
佐
と
左
大
将
の
官
歴
を
持

つ
の
は
藤
原
朝
光
と
藤
原
道
長
の
二
人
だ
が
、
竹
鼻
績
氏
が
述
べ
ら
れ
た�
よ
う

に
、
道
長
が
左
大
将
だ
っ
た
期
間
の
短
さ
（
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
四
月
～
翌

年
八
月
）
に
加
え
、
長
徳
元
年
六
月
に
右
大
臣
、
翌
年
七
月
に
左
大
臣
と
な
っ

た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
左
大
将
に
は
朝
光
を
比
定
す
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ

る
。

　
『
小
大
君
集
』・『
馬
内
侍
集
』
を
み
る
と
朝
光
関
連
歌
は
多
い
が
、『
朝
光
集
』

に
小
大
君
が
記
さ
れ
た
の
は
、
次
の
一
首
の
み
で
あ
る
。

と
う
宮
の
左
近
の
く
ら
人
、
わ
す
れ
た
ま
ふ
て
の
ち
に
き
こ
え
た
る

12
し
た
も
み
ぢ
見
る
に
つ
け
て
ぞ
わ
が
身
に
も
秋
き
に
け
り
と
つ
ゆ
も
を
き

そ
ふ

「
と
う
宮
の
左
近
の
く
ら
人
」
は
小
大
君
の
こ
と
で
、
詞
書
に
「
わ
す
れ
た
ま

ふ
て
の
ち
に
き
こ
え
た
る
」
と
あ
る
か
ら
、
12
番
歌
は
小
大
君
と
の
関
係
が
破

綻
し
た
の
ち
の
歌
と
わ
か
り
、『
小
大
君
集
』
に
み
る
よ
う
な
、
恋
愛
関
係
に

あ
っ
た
と
き
の
贈
答
は
な
い
。

　

つ
づ
い
て
馬
内
侍
だ
が
、
馬
内
侍
に
関
わ
る
歌
は
六
首
あ
る
。

む
ま
の
内
侍
の
み
な
み
な
る
い
ゑ
に
、
十
二
月
廿
日
ば
か
り
に
わ
た

る
、
松
ど
も
に
つ
け
て

22
は
る
ち
か
き
と
な
り
に
君
は
す
み
の
え
の
ま
つ
ひ
と
ゝ
は
た
お
ぼ
ゝ
ゆ
る

か
な

返
し

23
冬
ご
も
り
こ
ほ
り
に
と
ぢ
て
み
づ
が
き
も
は
る
の
と
な
り
に
と
く
や
と
ぞ

思
ふ

お
な
じ
人
、
く
ら
べ
や
に
中
将
と
有
て
、
あ
か
月
に
い
づ
る
を
、
よ

ひ
よ
り
い
と
よ
く
き
ゝ
た
ま
ふ
て

80
く
ら
べ
や
の
お
ぼ
つ
か
な
く
も
み
え
ぬ
よ
は
月
み
る
程
の
す
め
ば
な
り
け

り

返
し

81
な
に
し
を
へ
ば
か
げ
だ
に
み
え
ぬ
く
ら
べ
や
を
つ
き
あ
る
さ
ま
に
い
ひ
も

な
す
か
な

78
・
79
番
歌
は
前
掲
し
た
が
、
父
の
喪
中
に
円
融
天
皇
が
馬
内
侍
を
遣
わ
し
た
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際
の
、
馬
内
侍
と
朝
光
の
贈
答
で
あ
る
。
80
番
歌
の
「
お
な
じ
人
」
は
、
78
・

79
番
歌
の
贈
答
相
手
の
馬
内
侍
と
な
る
。

　

さ
て
、
22
・
23
番
歌
は
馬
内
侍
の
家
の
隣
に
朝
光
が
移
っ
た
と
き
の
挨
拶
の

詠
で
、
恋
愛
関
係
を
匂
わ
せ
る
内
容
で
は
あ
る
が
挨
拶
が
主
で
あ
る
。
80
・
81

番
歌
は
、
朝
光
と
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
馬
内
侍
に
、
別
の
恋
人
（
中
将
）
が
い

た
こ
と
を
な
じ
っ
た
歌
で
あ
る
。
円
融
天
皇
の
使
者
が
馬
内
侍
で
あ
っ
た
78
・

79
番
歌
も
含
め
て
、
三
組
の
贈
答
歌
は
恋
愛
の
一
コ
マ
と
い
う
よ
り
も
、
特
殊

な
事
情
の
贈
答
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
、『
朝
光
集
』
で
目
に
付
く
の
は
朝
光
の
ミ
ウ
チ
の
女
性
で
あ
る
。
11

番
歌
「
内
侍
の
か
み
」
は
、
朝
光
室
の
母
貞
観
殿
尚
侍
登
子
で
あ
ろ
う
。
53
番

歌
の
「
か
ん
ゐ
ん
女
御
」
は
朝
光
の
娘
姫
子�
で
、
姫
子
が
没
し
た
後
の
歌
だ
が

『
拾
遺
集
』（
巻
二
十
・
哀
傷
）
に
も
入
集
し
て
い
る
。
ま
た
、
82
～
87
番
歌
は

重
明
親
王
女
と
の
贈
答
で
あ
る
。「
三
条
の
北
方�
（
82
）」「
北
方
（
85
・
87
）」

と
あ
る
が
、「
三
条
の
北
方
よ
り
帰
給
ひ
て
（
82
）」
と
あ
る
か
ら
、
同
居
し
て

い
な
い
頃
の
詠
と
思
わ
れ
る
。「
お
こ
た
り
の
い
ろ
に
い
で
た
る
…
…
も
の
思

ひ
し
れ
る
を
り
か
と
ぞ
思
ふ
（
82
・
朝
光
）」・「
あ
や
ま
ち
の
は
じ
め
も
し
ら

ず
…
…
を
こ
た
り
そ
め
し
（
83
・
重
明
親
王
女
）」・「
は
な
は
う
つ
り
て
ほ
か

に
を
ら
ば
や
（
84
・
朝
光
）」・「
う
ら
み
を
さ
へ
ぞ
か
さ
ね
つ
る
い
と
ゞ
つ
ら

さ
の
か
ず
を
み
す
れ
ば
（
85
・
重
明
親
王
女
）」
と
、
朝
光
が
他
の
女
性
に
心

を
移
し
、
重
明
親
王
女
が
そ
れ
を
恨
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は

延
光
室
の
存
在
が
あ
っ
て
の
詠
か
も
し
れ
な
い
。

　

24
・
25
、
102
～
106
番
歌
は
延
光
室
関
連
の
歌
で
あ
る
。「
び
わ
ど
の
に
て
、

か
よ
ひ
は
じ
め
は
べ
り
て
（
102
）」
は
、
朝
光
が
延
光
室
に
通
い
始
め
た
頃
の

も
の
で
、「
左
大
将
見
あ
ら
は
し
た
ま
ひ
て
（
104
）」
と
、
早
く
も
済
時
の
知
る

と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
朝
光
が
済
時
と
特
に
親
し
か
っ
た
こ
と
は
、『
朝
光
集
』

か
ら
も
わ
か
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
済
時
室
は
延
光
室
の
娘
だ
っ
た
か
ら
、

そ
う
し
た
縁
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

た
う
の
み
ね
の
き
み
に
、
び
は
殿
の
御
い
の
り
し
た
ま
へ
と
の
給
け

れ
ば
、
み
ね
の
君
、
大
納
言
殿
の
御
を
り
よ
り
を
ろ
か
な
ら
ず
な
ん

と
て

106
む
か
し
よ
り
い
ひ
は
じ
め
け
る
い
か
ゞ
さ
き
す
ゑ
の
人
さ
え
た
の
も
し
き

か
な

朝
光
が
高
光
に
延
光
室
の
祈
祷
を
依
頼
し
た
折
の
詠
で
、
106
番
歌
は
『
高
光
集
』

（
42
）
に
も
入
る
。
延
光
室
と
朝
光
は
母
子
ほ
ど
年
齢
が
離
れ
て
お
り
（『
栄
花

物
語
』・
増
補
本
系
『
大
鏡
』）、
増
補
本
系
『
大
鏡
』
で
は
、
朝
光
は
延
光
室

の
「
徳
」
つ
ま
り
財
産
に
惹
か
れ
て
結
婚
し
た
と
記
さ
れ
る
が
、
朝
光
の
延
光

室
に
対
す
る
愛
情
の
ほ
ど
が
和
歌
か
ら
知
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
室
で
あ
る
重
明
親
王
女
や
源
延
光
室
よ
り
も
多
く
記
さ
れ
る
の

が
、
姉
の
媓
子
と
そ
の
女
房
た
ち
で
あ
る
。
媓
子
関
連
の
歌
は
97
・
98
、
100
・

101
、
111
番
歌
だ
が
、「
宮
に
わ
た
り
給
ふ
に
…
…
か
み
ま
い
ら
せ
給
へ
る
に
、

を
い
て
か
み
を
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
、
ま
た
の
あ
し
た
に
、
か
ら
の
う
す
や

う
を
（
97
）」、「
ほ
り
か
は
の
中
宮
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
し
ろ
か
ね
の
小
松

の
え
だ
に
、
あ
を
き
か
み
に
て
、
な
か
き
つ
け
た
ま
ふ
（
100
）」
と
、
媓
子
と

朝
光
の
姉
弟
は
、
歌
の
贈
答
に
も
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
た
ら
し
い
。
媓
子
文
化

圏
の
質
の
高
さ
に
つ
い
て
は
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が�
、
弟
朝
光
も
水
晶
の
矢
筈

の
発
想
に
み
た
よ
う
に
、
美
的
セ
ン
ス
溢
れ
る
文
化
人
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

媓
子
女
房
あ
る
い
は
堀
河
院
の
女
房
と
思
わ
れ
る
の
は
、
46
・
112
番
歌
の
中

将
の
君
、
48
番
歌
の
宮
の
君
、
70
～
76
番
歌
の
中
宮
の
宣
旨
、
113
番
歌
の
少
将

の
君
で
あ
る
。
宮
の
君
は
媓
子
の
女
房
で
は
な
く
、
兼
通
家
の
女
房
の
可
能
性

も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
朝
光
に
と
っ
て
は
ミ
ウ
チ
に
仕
え
る
女
房
で
あ
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る
。
中
宮
の
宣
旨
は
朝
光
と
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
ら
し
い
が
、『
仲
文
集
』

（
24
）
に
よ
る
と
、
媓
子
没
後
に
出
家
し
た
と
い
う
。

　
『
朝
光
集
』
は
他
撰
だ
が
資
料
に
な
っ
た
詠
草
は
あ
っ
た
は
ず
で
、
歌
人
で

あ
り
恋
愛
関
係
に
も
あ
っ
た
小
大
君
や
馬
内
侍
と
の
贈
答
よ
り
も
、
ミ
ウ
チ
の

女
性
に
関
わ
る
詠
草
が
多
く
残
っ
た
と
こ
ろ
に
、
男
性
貴
族
の
家
集
の
特
徴
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
撰
他
撰
に
か
か
わ
ら
ず
、
編
者
が
そ
の
歌
を
残
す

必
要
・
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
こ
そ
、
家
集
に
歌
は
残
る
の
だ
ろ
う
。
恋

愛
関
係
が
比
較
的
長
期
に
わ
た
る
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
小
大
君
や
馬
内
侍

と
の
贈
答
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、

名
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
「
女
」
と
の
贈
答
が
、
小
大
君
や
馬
内
侍
と
の
も
の

だ
っ
た
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
仮
に
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
も
、
小

大
君
や
馬
内
侍
と
の
恋
愛
を
、
朝
光
が
そ
れ
ほ
ど
に
は
重
視
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
男
性
貴
族
と
女
房
と
で
は
、
見
て

い
る
世
界
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。
男
性
貴
族
と
女
房
の
、
恋
愛
に
対
す
る
温
度

差
の
よ
う
な
も
の
が
如
実
に
表
れ
た
結
果
が
、『
小
大
君
集
』・『
馬
内
侍
集
』

に
み
る
朝
光
と
、『
朝
光
集
』
に
み
る
小
大
君
・
馬
内
侍
と
い
え
よ
う
。

五　

他
の
家
集
に
み
る
朝
光 

　
　
　
　

―
『
大
斎
院
前
の
御
集
』・『
輔
親
集
』
―

　

他
の
家
集
に
も
朝
光
に
関
わ
る
詠
草
は
み
え
る
。
そ
れ
は
、
貴
顕
出
身
の
上

達
部
と
し
て
の
朝
光
の
一
面
を
映
す
と
思
わ
れ
る
。

　
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
に
は
、
朝
光
男
の
大
夫
（
77
）・
朝
光
と
姫
子
（
211
～

215
）
に
関
す
る
詠
歌
が
あ
る
。
211
～
215
番
歌
は
、
姫
子
の
裳
着
に
関
す
る
歌
で

「
五
日
、
左
大
将
ど
の
ゝ
ひ
め
ぎ
み
の
御
も
ぎ
に
、
か
づ
け
物
た
て
ま
つ
れ
さ

せ
た
ま
は
む
と
す
る
に
（
211
）」
と
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
十
二
月
五
日
の
姫

子
裳
着
に
、
選
子
内
親
王
は
被
け
物
を
用
意
し
た
。
選
子
内
親
王
は
兼
通
家
と

は
関
係
が
深
く
、
媓
子
入
内
の
際
、
選
子
内
親
王
は
同
輦
し
て
参
内
し
て
お
り
、

里
邸
堀
河
院
へ
の
退
出
に
も
同
輦
し
て
い
る�
。
ま
た
、
選
子
内
親
王
の
着
裳
は

腰
結
を
昭
子
女
王
が
、
理
髪
を
典
侍
皎
子�
が
つ
と
め
た
が
、
ど
ち
ら
も
兼
通
室

で
あ
り
（
昭
子
女
王
は
媓
子
と
朝
光
の
母
、
典
侍
大
江
皎
子
は
時
光
の
母
）、

所
京
子
氏
は
選
子
内
親
王
は
兼
通
邸
で
育
て
ら
れ
た
と
す
る�
。
選
子
内
親
王
が

兼
通
男
朝
光
や
そ
の
男
大
夫
と
親
し
く
、
姫
子
の
裳
着
に
被
け
物
を
贈
っ
た
の

も
、
そ
う
し
た
縁
と
考
え
ら
れ
る
。
斎
院
が
被
け
物
を
用
意
し
た
こ
と
は
、
着

裳
と
同
日
に
入
内
し
た
姫
子
に
と
っ
て
箔
付
け
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
輔
親
集
』
に
は
、
朝
光
お
よ
び
朝
光
女
姫
子
関
連
の
歌
が
十
首
以

上
み
え
る
。閑

院
大
将
殿
、
お
と
こ
が
た
女
が
た
歌
あ
は
せ
あ
る
に

あ
は
ぬ
こ
ひ

51
し
き
た
へ
の
と
こ
う
ち
は
ら
ひ
よ
ひ
ご
と
に
あ
ひ
み
ぬ
人
を
よ
そ
へ
て
ぞ

み
る

閑
院
大
将
殿
、
な
つ
の
夜
の
あ
め
と
い
ふ
題
を
よ
ま
せ
た
ま
ふ
に
、

申
こ
と
あ
る
ほ
ど
に
て

77
う
る
お
ひ
に
ぬ
る
べ
き
身
と
し
し
り
ぬ
れ
ば
ふ
る
な
つ
の
夜
の
あ
め
も
う

れ
し
さ五

月
十
日
よ
ひ
、
つ
れ

ぐ
な
る
に
、
大
将
殿
ゝ
御
も
と
よ
り
、
夏

の
夜
、
の
き
の
あ
や
め
と
い
ふ
だ
い
を
た
ま
へ
り

82
五
月
雨
は
を
ぐ
ら
き
つ
き
と
お
も
ひ
し
を
こ
よ
ひ
の
そ
ら
は
く
も
ゝ
へ
だ

て
ず

の
き
の
あ
や
め

83
ひ
き
わ
か
れ
ひ
ご
ろ
へ
ぬ
れ
ど
あ
や
め
ぐ
さ
の
き
ば
に
み
ゆ
る
色
は
か
は
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ら
ず

「
お
と
こ
が
た
女
が
た
歌
あ
は
せ
あ
る
に
（
51
）」・「
な
つ
の
夜
の
あ
め
と
い
ふ

題
を
よ
ま
せ
た
ま
ふ
（
77
）」・「
夏
の
夜
、
の
き
の
あ
や
め
、
と
い
ふ
だ
い
を

た
ま
へ
り
（
82
）」
と
あ
り
、
朝
光
が
時
季
に
合
わ
せ
て
歌
合
や
歌
会
を
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。「
堀
河
中
納
言
家
歌
合
」
は
朝
光
が
主
催
し
た
も
の
と
さ
れ

る
が�
、「
堀
河
中
納
言
家
歌
合
」
に
し
ろ
『
輔
親
集
』
に
み
る
歌
合
・
歌
会
に

し
ろ
、
当
座
の
も
の
で
、
朝
光
は
日
常
的
に
こ
う
し
た
催
し
を
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
な
お
、『
輔
親
集
』
に
み
る
姫
子
関
係
の
歌
は
、
資
料
が
少
な
い
姫
子

の
入
内
生
活
を
垣
間
見
せ
る
。「
閑
院
女
御
さ
ぶ
ら
ひ
に
、
人

く
一
す
物
い

だ
す
に
、
こ
う
ば
い
の
枝
に
鳥
つ
け
て
い
だ
す
と
て
、
う
た
よ
む
に
（
53
）」・

「
麗
景
殿
女
御
が
た
の
女
房
、
ほ
そ
ど
の
に
い
で
い
た
る
に
、
や
ま
ぶ
き
の
は

な
を
と
り
つ
た
ふ
る
に
、
歌
あ
る
べ
し
と
あ
れ
ば
（
56
）」・「
お
な
じ
所
の
女
房
、

な
し
つ
ぼ
を
つ
ぼ
ね
に
し
た
る
が
、
枕
と
り
に
お
こ
せ
た
る
に
か
き
つ
く
、
二

首
（
57
）」
と
、
姫
子
と
そ
の
文
化
圏
も
和
歌
を
好
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

「
こ
う
ば
い
（
53
）」・「
や
ま
ぶ
き
の
は
な
（
56
）」・「
ふ
ぢ
の
花
を
や
ま
ぶ
き

に
そ
へ
て
（
61
）」・「
こ
う
ば
い
に
き
じ
を
つ
け
て
（
207
）」・「
三
月
つ
ご
も
り

（
輔
親
Ⅱ
（
陽
明
文
庫
蔵
本
）
16
）」
と
、
い
ず
れ
も
春
の
詠
と
思
わ
れ
、
入
内

し
て
「
一
月
ば
か
り
（
92
頁
）」
で
寵
を
失
い
、「
た
は
ぶ
れ
の
御
消
息
だ
に
絶

え
果
て
ゝ
一
二
月
（
同
）」
の
後
、
退
出
し
た
と
い
う
『
栄
花
物
語
』
の
記
述

と
合
致
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
島
田
と
よ
子
氏
も
述
べ
ら
れ
た
通
り
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、『
朝
光
集
』
を
中
心
に
、
朝
光
の
関
連
歌
を
み
て
き
た
。
円
融
天
皇

（
院
）
に
近
侍
し
、
済
時
と
特
に
親
し
い
と
い
う
男
性
貴
族
と
し
て
の
朝
光
を
、

和
歌
か
ら
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
歌
合
・
歌
会
を
よ
く
催
し
、
和
歌

の
贈
答
に
趣
向
を
凝
ら
す
と
い
う
文
化
人
と
し
て
の
一
面
も
の
ぞ
か
せ
る
。

　
『
朝
光
集
』
に
記
さ
れ
る
女
性
は
、
ミ
ウ
チ
と
そ
の
女
房
が
多
い
。『
栄
花
物

語
』
や
増
補
本
系
『
大
鏡
』
が
批
判
的
に
記
し
た
延
光
室
と
の
こ
と
も
、
和
歌

や
他
資
料
か
ら
は
両
者
の
良
好
な
関
係
・
朝
光
の
愛
情
が
み
て
と
れ
る
。
和
歌

に
よ
っ
て
内
情
が
み
え
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
朝
光
が
歌
人
小
大
君
や
馬
内
侍
と
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
殊
に

有
名
で
、『
小
大
君
集
』
や
『
馬
内
侍
集
』
か
ら
は
、
朝
光
と
の
恋
愛
が
比
較

的
長
期
間
に
わ
た
り
、
途
切
れ
が
ち
に
な
り
な
が
ら
も
、
断
続
的
に
続
い
て
い

た
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
。
し
か
し
『
朝
光
集
』
で
は
小
大
君
や
馬
内
侍
は
、
ほ

ん
の
数
首
、
し
か
も
恋
愛
が
終
結
し
た
後
の
歌
や
、
特
殊
な
事
情
の
歌
し
か

残
っ
て
お
ら
ず
、
朝
光
に
と
っ
て
小
大
君
や
馬
内
侍
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
存
在

で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
男
性
貴
族
の
家
集
、
女
流
の
家
集
に
み
る
こ
の

相
違
は
、
男
性
貴
族
と
女
房
の
世
界
の
違
い
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
る
と
い

え
よ
う
。

　
注
⑴　
『
大
鏡
』
の
本
文
は
松
村
博
司
氏
校
注　

日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店　

一
九
六
〇
・
九
）
に
よ
る
。

⑵　
『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
貞
元
元
年
（
九
七
六
）
条
で
は
朝
光
は
権
中
納
言
だ
が
、

翌
年
、
中
納
言
か
ら
権
大
納
言
に
昇
進
し
て
お
り
、
い
つ
権
中
納
言
か
ら
正
官
に
転

じ
た
の
か
の
記
載
は
な
い
。

⑶　

宇
多
朝
以
降
朝
光
以
前
で
、
二
十
代
で
大
将
と
な
っ
た
の
は
、
寛
平
五
年

（
八
九
三
）
に
藤
原
時
平
が
二
十
三
歳
で
右
大
将
に
、
そ
の
時
平
が
寛
平
九
年

（
八
九
七
）
に
二
十
七
歳
で
左
大
将
に
な
っ
た
例
し
か
な
い
。
時
平
の
場
合
、
父
基

経
が
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
に
没
し
、
非
参
議
だ
っ
た
一
男
時
平
（
二
十
一
歳
）
は
、

一
年
余
り
の
間
に
参
議
・
中
納
言
と
昇
進
し
、
左
大
将
と
な
っ
た
同
日
に
氏
長
者
に
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も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
左
大
臣
・
左
大
将
時
平
が
延
喜
九
年
（
九
〇
九
）
三
十
九

歳
で
没
し
た
後
、
同
母
弟
忠
平
は
氏
長
者
と
な
り
、
右
大
将
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き

忠
平
は
三
十
歳
で
あ
る
。
時
平
・
忠
平
、
い
ず
れ
の
場
合
も
自
身
が
氏
長
者
に
な
る

こ
と
と
密
接
な
関
わ
り
の
あ
る
任
官
で
、
特
殊
な
例
と
い
え
る
。
な
お
右
大
将
な
ら

ば
、
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
に
藤
原
師
輔
が
三
十
八
歳
で
、
天
徳
元
年
（
九
五
七
）

に
藤
原
師
尹
が
三
十
八
歳
で
任
じ
ら
れ
た
の
が
比
較
的
若
い
例
だ
が
、
い
ず
れ
も

三
十
代
後
半
で
あ
る
。

⑷　
『
枕
草
子
』
の
章
段
数
・
本
文
は
、
石
田
穣
二
氏　

訳
注　

角
川
文
庫
『
枕
草
子
』

下
（
角
川
書
店　

一
九
八
〇
・
四
）
に
よ
る
。

⑸　
『
北
山
抄
』
巻
八
「
大
将
要
抄
」
に
は
「
大
臣
大
将
者
、
随
身
八
人
（
中
略
）
納

言
以
下
大
将
者
、
随
身
六
人
」
と
あ
る
。
権
大
納
言
で
左
大
将
だ
っ
た
朝
光
の
随
身

は
六
人
。
な
お
、『
北
山
抄
』
の
本
文
は
、
新
訂
増
補
故
実
叢
書
（
明
治
図
書
出
版

　

一
九
五
二
・
一
〇
）
に
よ
る
。

⑹　
『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
花
山
朝
の
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
に
朝
光
は
権
大
納

言
だ
が
、
翌
年
一
条
朝
の
永
延
元
年
（
九
八
七
）
で
は
大
納
言
と
あ
り
、
い
つ
正
官

に
転
じ
た
の
か
定
か
で
な
い
。

⑺　
『
栄
花
物
語
』
の
本
文
は
、
松
村
博
司
・
山
中
裕
氏
校
注　

日
本
古
典
文
学
大
系

『
栄
花
物
語
』
上
（
岩
波
書
店　

一
九
六
四
・
一
一
）
に
よ
る
。

⑻　

朝
光
と
延
光
室
と
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
島
田
と
よ
子
氏
「
敦
忠
の
女
と
朝
光
―

『
栄
花
物
語
』
と
『
大
鏡
』
の
叙
述
に
つ
い
て
―
」（『
園
田
国
文
』
一
五　

一
九
九
四
・
三
）、
高
橋
照
美
氏
「
朝
光
の
結
婚
―『
栄
花
物
語
』・『
大
鏡
』
考
―
」（『
論

究
日
本
文
学
』
八
三　

二
〇
〇
五
・
一
二
）
の
御
論
考
が
あ
る
。
以
下
、
島
田
氏
の

御
論
考
は
こ
れ
に
よ
る
。

⑼　

枇
杷
第
の
相
続
は
、
野
口
孝
子
氏
「
平
安
時
代
に
お
け
る
枇
杷
第
の
伝
領
に
つ
い

て
（
上
）」（『
古
代
文
化
』
三
三
―
七　

一
九
八
一
・
七
）
に
詳
し
い
。

⑽　
『
小
右
記
』
の
本
文
は
、
大
日
本
古
記
録
（
岩
波
書
店　

一
九
八
七
・
一
）
に
よ
る
。

⑾　

以
下
、
私
家
集
は
私
家
集
大
成
、
そ
の
他
の
歌
集
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
私

家
集
は
私
家
集
大
成
で
「
Ⅰ
」
と
さ
れ
る
本
文
を
使
用
し
、
他
の
場
合
は
そ
れ
を
記

し
た
。
私
に
読
点
を
打
ち
、
濁
点
を
付
し
た
。

⑿　

寺
坂
登
美
子
氏
「
閑
院
左
大
将
朝
光
卿
集　

校
本
と
解
題
」（『
香
椎
潟
』
一
五　

一
九
六
九
・
九
）、
寺
坂
登
美
子
氏
「
閑
院
左
大
将
朝
光
卿
集
」（『
平
安
文
学
研
究
』

四
三　

一
九
六
九
・
一
一
）、
安
藤
太
郎
氏
「
藤
原
朝
光
の
家
集
―
伝
本
の
異
文
研
究

を
中
心
と
し
て
―
」（『
東
京
成
徳
短
期
大
学
紀
要
』
八　

一
九
七
五
・
四
）、
安
藤
太

郎
氏
「
朝
光
集
伝
本
書
写
の
一
考
察
―
類
従
本
奥
書
を
中
心
と
し
て
―
」・「
藤
原
朝

光
の
詠
歌
と
年
次
」（『
平
安
時
代
私
家
集
歌
人
の
研
究
』　

桜
楓
社　

一
九
八
二
・
四

　

所
収
）、
木
船
重
昭
氏
「『
朝
光
集
』
台
盤
所
連
続
贈
答
歌
を
め
ぐ
っ
て
」（『
中
京

大
学
文
学
部
紀
要
』
二
八
―
二　

一
九
九
三
・
一
一
）、
木
船
重
昭
氏
「『
朝
光
集
』

朝
光
・
大
弐
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
」（『
中
京
国
文
学
』
一
三　

一
九
九
四
・
三
）、
木

船
重
昭
氏
「『
朝
光
集
』
の
構
成
と
そ
の
方
法
」（『
中
京
国
文
学
』
一
四　

一
九
九
五
・
三
）

⒀　

安
西
廸
夫
氏
「『
大
鏡
』
作
者
の
手
法
―
円
融
院
の
周
辺
を
形
成
す
る
朝
光
・
実

資
・
道
兼
―
」（『
歴
史
物
語
の
史
実
と
虚
構
―
円
融
院
の
周
辺
―
』
桜
楓
社　

一
九
八
七
・
三　

所
収
）。
以
下
、
安
西
氏
の
御
論
は
こ
れ
を
さ
す
。

⒁　
『
日
本
紀
略
』
貞
元
元
年
（
九
七
六
）
七
月
二
十
六
日
条
及
び
翌
年
七
月
二
十
九

日
条

⒂　
『
日
本
紀
略
』
天
元
五
年
（
九
八
二
）
十
二
月
二
十
五
日
条

⒃　
『
拾
芥
抄
』
に
は
堀
川
院
が
「
二
条
南
堀
川
東
」、
閑
院
が
「
二
条
南
西
洞
院
西
」

と
あ
る
か
ら
、
油
小
路
を
隔
て
て
西
側
が
堀
川
院
、
東
側
が
閑
院
と
な
る
。
な
お
、

『
拾
芥
抄
』
の
本
文
は
、
増
訂
故
実
叢
書
（
吉
川
弘
文
館　

一
九
二
八
・
一
一
）
に
よ

る
。

⒄　
『
小
右
記
』
天
元
五
年
（
九
八
二
）
六
月
五
日
条

⒅　
『
日
本
紀
略
』
天
元
四
年
（
九
八
一
）
七
月
七
日
条

⒆　

増
田
繁
夫
氏
『
能
宣
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会　

一
九
九
五
・
一
〇
）

⒇　

竹
鼻
績
氏
『
小
大
君
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会　

一
九
八
九
・
六
）。
ま
た
、『
小
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大
君
集
』
88
番
歌
は
『
千
載
集
』（
巻
十
三
・
恋
三
）
に
も
入
る
が
、
贈
答
相
手
を

朝
光
と
す
る
。

�　
『
小
大
君
集
』
62
番
歌
は
『
新
古
今
集
』（
巻
十
三
・
恋
三
）
に
入
り
、
作
者
を
朝

光
と
す
る
。
同
歌
の
作
者
を
朝
光
と
す
る
と
、
62
～
75
番
歌
も
朝
光
と
の
贈
答
と
な

る
が
、『
新
古
今
集
』
以
外
の
根
拠
は
な
い
。
ま
た
、
103
番
歌
も
『
小
大
君
集
』
で

は
相
手
を
明
記
し
な
い
が
、『
続
拾
遺
集
』（
巻
十
三
・
恋
三
）
で
は
朝
光
と
す
る
。

�　

竹
鼻
績
氏
『
馬
内
侍
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会　

一
九
九
八
・
七
）

�　

名
の
表
記
は
『
一
代
要
記
』
に
よ
る
。

�　

私
家
集
大
成
『
朝
光
Ⅰ
』
の
底
本
で
あ
る
書
陵
部
蔵
本
（
五
〇
一
・
一
九
八
）、
及

び
そ
の
親
本
で
あ
る
資
経
本
朝
光
集
は
「
北
方
」
で
は
な
く
「
此
方
」
と
読
め
る
が
、

他
本
に
よ
り
改
訂
し
た
。
な
お
、
資
経
本
朝
光
集
は
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
資
経
本

私
家
集　

三
』（
朝
日
新
聞
社　

二
〇
〇
三
・
一
二　

所
収
）
に
よ
る
。

�　

拙
稿
「
堀
河
中
宮
媓
子
の
文
化
圏
―
歴
史
に
消
え
た
文
化
圏
の
ひ
と
つ
と
し
て

―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
八
六
―
一
〇　

二
〇
〇
九
・
一
〇
）

�　
『
親
信
卿
記
』
天
延
元
年
（
九
七
三
）
二
月
二
十
日
条
お
よ
び
同
六
月
二
十
日
条

�　
『
天
延
二
年
記
』
十
一
月
十
一
日
条

�　

所
京
子
氏
「
大
斎
院
選
子
の
仏
教
信
仰
」（『
斎
王
和
歌
文
学
の
史
的
研
究
』
国
書

刊
行
会　

一
九
八
九
・
四　

所
収
）

�　

萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

増
補
新
訂
』
一
（
同
朋
舎
出
版　

一
九
九
五
・
五
）。

同
書
で
は
「
七
四　

天
延
三
年
二
月
十
七
日
庚
申　

堀
河
権
中
納
言
朝
光
歌
合
」

受　

贈　

雑　

誌
（
二
）

岡
大
国
文
論
稿	

岡
山
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
研
究

	

室

お
茶
の
水
女
子
大
学
国
文	

お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会

香
川
大
学
国
文
研
究	

香
川
大
学
国
文
学
会

学
芸
国
語
国
文
学	

東
京
学
芸
大
学
国
語
国
文
学
会

学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌	

学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会

学
習
院
大
学
大
学
院
日
本
語
日
本
文	

学
習
院
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究

学	

科
日
本
語
日
本
文
学
専
攻

学
大
国
文	

大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
講
座
・
日

	

本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
講
座

香
椎
潟	

福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会

金
沢
大
学
国
語
国
文	

金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会

金
沢
大
学
語
学
・
文
学
研
究	

金
沢
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会

か
ほ
よ
と
り	

武
庫
川
女
子
大
学
大
学
院

漢
文
学
解
釈
與
研
究	

漢
文
学
研
究
会

岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
国
語
国
文
学	

岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
国
語
国
文
学
会

京
都
語
文	

佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会

京
都
大
学
国
文
学
論
叢	

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
語

	

学
国
文
学
研
究
室

キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究	

日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会


