
伊
勢
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伊
勢
集
の
冒
頭
の
約
三
十
首
余
り
は
形
霊
的
に
は
家
集
を
昇
話
し
て
歌
物
語

に
ま
で
発
展
し
て
お
り
、
贈
答
歌
と
詞
書
が
渾
然
と
し
て
伊
勢
の
人
生
を
内
面

的
に
構
成
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
冒
頭
歌
物
語
部
は
後
続
の
家
集
部
、
西

本
願
寺
本
の
歌
番
号
を
も
っ
て
す
れ
ば
三
四
番
以
降
と
形
態
上
あ
ま
り
に
も
大

き
な
差
が
あ
る
故
を
も
っ
て
、
つ
と
に
伴
信
友
は
「
表
出
伊
勢
日
記
附
讃
」
に

お
い
て
、
伊
勢
自
身
が
一
纒
り
の
日
記
と
し
て
詩
集
し
た
も
の
と
考
え
て
い
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る
。
近
く
は
玉
井
幸
助
博
士
、
岡
崎
知
子
氏
な
ど
が
信
友
説
に
同
じ
て
お
ら
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
関
根
慶
子
博
士
は
冒
頭
歌
物
語
部
の
現
存
伊
勢
集
形
成
過
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程
に
お
け
る
非
独
立
性
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
旨
は
西
本
願
寺
本
三
二

（
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）
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（
ゐ
）

 
 
う
た
め
す
お
く
に
か
き
て
ま
い
ら
す

 
 
山
が
は
の
お
と
に
の
み
き
く
も
㌧
し
き
を
み
を
は

 
 
や
な
が
ら
み
る
よ
し
も
が
な
．

が
、
歌
物
語
部
へ
帰
属
す
る
と
も
思
え
ず
さ
り
と
て
後
続
家
集
部
の
冒
頭
は
公

的
詠
作
群
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
属
す
る
詠
と
も
見
え
ず
、
歌
物
語
部
と
後
続
家

集
部
と
の
境
界
が
は
な
は
だ
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
、
伊
勢
の
ご
と
き
歌
仙
的
な

人
の
営
為
と
し
て
独
立
し
た
歌
物
語
が
存
在
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
こ
か
に

そ
の
名
が
記
載
さ
れ
て
今
日
に
ま
で
伝
承
さ
れ
る
可
能
性
が
充
分
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
形
成
の
過
程
で
独
立
し
た
歌
物
語
が
後
続

家
集
部
と
結
合
せ
し
め
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
間
に
は
重
複
歌
が
相

当
数
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
実
際
に
は

両
本
願
寺
本
三
一
番
「
我
ま
ね
く
…
…
」
が
歌
仙
本
三
〇
番
、
三
三
番
に
見
ら

れ
る
ご
と
く
、
元
来
重
複
歌
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
、
な

ど
で
あ
る
。
ま
た
三
二
番
の
歌
が
古
今
集
雑
下
に
「
歌
め
し
け
る
と
き
、
た
て

ま
つ
る
と
て
、
よ
み
て
お
く
に
か
き
つ
け
た
て
ま
つ
り
け
る
」
と
の
詞
書
で

採
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
詞
書
か
ら
古
今
集
撰
集
資
料
に
供
す
る
た
め
と
思
わ

れ
る
伊
勢
自
纂
の
家
集
が
存
在
し
た
ら
し
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
が
、
こ
の
自
警

家
集
が
現
存
伊
勢
集
の
歌
物
語
部
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
関
根
博
士
が
説
か

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
拾
遺
集
雑
秋
に
見
え
る
法
務
と
村
上
天
皇
の
贈
答
歌

 
 
し
ぐ
れ
つ
㌧
ふ
り
に
し
宿
の
言
の
葉
は
か
き
集
む

 
 
れ
ど
と
ま
ら
ぎ
り
け
り
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勢
に
お
け
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文
学
形
成
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性
に
つ
い
て



 
 
昔
よ
り
名
だ
か
き
宿
の
言
の
葉
は
こ
の
も
と
に
こ

 
 
そ
落
ち
つ
も
る
て
へ

に
付
さ
れ
た
詞
書
「
天
暦
の
御
亡
伊
勢
が
家
の
集
め
し
た
り
け
れ
ば
ま
み
ら
す

と
て
」
は
伊
勢
の
家
集
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。
こ
巾
が

古
今
集
に
よ
っ
て
存
在
し
た
と
推
測
さ
れ
る
伊
勢
心
血
家
集
で
あ
る
の
か
、
中

務
が
母
の
詠
作
を
特
に
後
撰
集
纂
集
資
料
と
し
て
他
撰
し
た
も
の
で
あ
る
の
か

定
か
で
は
な
い
。
仮
に
中
務
の
撰
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
家
集

が
現
存
伊
勢
集
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
後
撰
集
と
現
存
伊
勢
集
と
の
資
料
関
係

が
認
め
ら
れ
ず
、
中
務
撰
の
「
伊
勢
が
家
の
集
」
と
現
存
伊
勢
田
と
は
別
個
の
も

の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
関
根
博
士
の
詳
細
な
御
考
察
に
よ
っ
て
理
解
で
き

る
。
現
存
伊
勢
集
が
古
今
集
の
詞
書
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
伊
勢

自
纂
家
集
で
は
な
く
、
ま
た
後
撰
集
纂
集
資
料
と
し
て
奉
っ
た
中
務
撰
の
伊
勢

集
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
今
の
と
こ
ろ
現
存
伊
勢
集
の
纂
集
者
が

誰
で
あ
る
の
か
全
く
比
定
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
た
だ
関
根
博
士
の
御
高
説
に

与
し
て
、
現
存
伊
勢
集
の
冒
頭
歌
物
語
部
が
後
続
家
集
か
ら
独
立
し
た
も
の
で

は
な
く
、
ま
た
冒
頭
歌
物
語
部
は
伊
勢
自
纂
に
な
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。

 
伊
勢
の
晩
年
か
ら
後
撰
集
時
代
に
か
け
て
は
、
家
集
の
歌
物
語
化
が
顕
著
に

現
わ
れ
て
い
る
時
期
で
あ
る
が
、
伊
勢
集
冒
頭
歌
物
語
部
が
か
か
る
時
代
風
潮

を
反
映
し
て
成
っ
た
も
の
か
否
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
特
異
な
性
格
を
有
し

て
い
る
。
伊
勢
亀
に
比
較
的
近
接
し
て
い
る
中
務
集
、
本
院
侍
従
集
な
ど
も
形

態
的
に
歌
物
語
化
が
認
め
ら
れ
る
。
中
務
集
に
あ
っ
て
は
、
前
半
部
に
主
と
し

て
公
的
詠
作
を
集
約
し
後
半
部
に
い
わ
ゆ
る
褻
の
歌
群
を
置
い
て
お
り
、
一
往

の
雲
集
意
識
は
認
め
ら
れ
る
が
、
明
瞭
な
も
の
で
は
な
い
。
特
に
歌
物
語
化
の

傾
向
の
強
い
の
は
褻
の
歌
群
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
中
務
そ
の
人
を

浮
彫
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
主
題
に
基
づ
く
統
一
理
論
も
認
め
ら
れ
ず
、
情
交
と

交
友
に
お
け
る
贈
答
歌
を
雑
纂
的
に
集
め
た
と
い
う
体
で
あ
っ
て
、
歌
物
語
的

要
素
と
い
え
ば
詠
作
事
情
を
物
語
る
詞
書
が
多
少
精
緻
に
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
本
院
侍
従
集
に
あ
っ
て
は
、
ほ
ゴ
七
年
間
ほ
ど
の
兼
通
と
の
恋
の
変
遷

を
主
題
に
据
え
、
中
務
集
に
較
べ
れ
ば
統
一
さ
れ
た
歌
物
語
の
理
論
に
裏
打
ち

さ
れ
て
い
る
が
、
恋
の
変
遷
と
い
う
歌
物
語
化
す
る
に
恰
好
の
主
題
と
素
材
が

あ
り
な
が
ら
、
時
間
の
経
過
に
追
寵
し
て
平
板
な
繋
駕
に
終
始
し
て
、
本
院
侍
従

の
人
生
や
内
面
生
活
に
深
く
関
わ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
進
化
し
て
い
な
い
。

そ
れ
に
本
院
侍
従
集
と
は
い
い
条
、
人
物
に
対
す
る
焦
点
は
兼
通
に
合
わ
さ

れ
て
お
り
、
か
か
る
こ
と
か
ら
山
口
博
氏
は
兄
伊
ヂ
の
文
芸
的
、
政
治
的
華
々

し
さ
に
対
抗
す
べ
く
、
特
に
い
わ
ゆ
る
「
豊
蔭
」
な
る
も
の
を
意
識
し
て
、
兼

通
が
己
れ
を
主
と
し
た
家
集
を
本
院
侍
従
に
命
じ
て
製
作
さ
せ
た
も
の
と
考
え
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て
お
ら
れ
る
。
家
集
の
歌
物
語
化
と
い
う
風
潮
下
に
あ
っ
て
霊
廟
さ
れ
た
こ
れ

ら
女
流
私
家
集
が
、
或
は
纂
集
意
識
が
未
成
熟
で
あ
る
が
故
に
褻
の
歌
を
雑
纂

的
に
集
合
し
た
程
度
で
終
っ
て
い
た
り
、
或
は
纂
集
意
識
と
主
題
と
が
相
当
度

ま
で
成
熟
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
は
平
板
な
も
の
に
堕
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
に
対
し
、
伊
勢
集
冒
頭
歌
物
語
部
は
高
度
に
昇
華
し
た
歌
物
語
に

な
っ
て
い
る
。
一
介
の
受
領
の
女
と
し
て
品
高
き
宇
多
帝
の
後
宮
温
子
の
許
に

出
仕
し
、
温
子
の
弟
仲
平
の
愛
を
身
分
的
差
か
ら
危
惧
し
な
が
ら
も
受
け
入
れ

ば
し
た
も
の
の
、
予
想
に
た
が
わ
ず
仲
平
は
時
の
大
将
に
智
ど
り
さ
れ
た
結

果
、
う
ら
若
き
女
と
し
て
憂
き
目
を
つ
ぶ
さ
に
体
験
さ
せ
ら
れ
、
一
時
は
父
の

任
国
大
和
に
身
を
去
り
は
し
た
が
、
温
子
や
親
の
勧
め
も
あ
っ
て
再
び
後
宮
に

出
仕
す
る
。
出
仕
し
た
伊
勢
に
対
し
相
も
変
ら
ず
伸
平
は
挑
み
か
か
り
、
そ
れ

（2）



ば
か
り
か
兄
時
平
ま
で
も
彼
女
の
心
を
靡
か
せ
ん
と
手
管
を
弄
す
る
が
、
彼
女

は
一
度
愛
の
破
綻
を
体
験
し
、
そ
の
悲
哀
を
凝
視
し
た
か
ら
に
は
、
こ
れ
ら
貴

顕
か
ら
の
懸
想
を
頑
と
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
。
は
た
ま
た
あ
は
っ
け

き
好
き
者
た
ち
ま
で
が
伊
勢
の
心
中
を
知
っ
て
か
知
ら
ぬ
か
言
い
寄
る
が
、
色

よ
い
態
度
を
示
す
筈
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
い
わ
ば
精
神
的
苦
悩
を
浄
化
す
る

べ
く
す
ご
し
来
っ
た
と
こ
ろ
、
思
わ
ざ
る
幸
運
が
到
来
す
る
。
そ
れ
は
宇
多
帝

の
寵
幸
と
そ
れ
に
続
い
て
の
皇
子
出
産
で
あ
っ
た
。
親
た
ち
は
こ
の
上
も
な
い

幸
運
と
狂
喜
す
る
が
、
伊
勢
と
て
快
か
ら
ぬ
筈
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
喜
び
も

っ
か
の
間
、
皇
子
は
天
下
し
ま
た
や
女
と
し
て
の
悲
哀
を
体
験
す
る
こ
と
に
な

り
、
生
き
る
こ
と
の
せ
め
て
も
の
慰
め
ば
温
子
の
寛
大
な
心
情
と
主
従
を
越
え

た
処
遇
と
で
あ
っ
て
こ
れ
を
絆
と
し
て
生
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
歌
物

語
は
終
る
と
も
な
く
途
絶
え
て
い
る
。
か
か
る
物
語
文
脈
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ

て
い
る
歌
物
語
部
に
お
い
て
、
特
に
留
意
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
文
脈
が
適
度
に

起
伏
し
て
い
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
伊
勢
の
人
生
の
現
象
的
表
層
を
平

板
に
追
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
心
理
的
精
神
的
内
面
に
深
く
関
わ
り

な
が
ら
、
そ
の
軌
跡
を
追
い
つ
つ
一
女
性
の
人
生
を
再
構
成
せ
ん
と
試
み
て
い

る
点
で
あ
る
。
伊
勢
の
人
生
に
底
流
す
る
女
と
し
て
の
悲
哀
を
主
題
と
し
て
構

成
さ
れ
た
歌
物
語
部
の
纂
集
者
は
、
は
た
し
て
伊
勢
の
実
人
生
を
ど
こ
ま
で
知

悉
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
、
，
伊
勢
と
い
う
歌
仙
的
な
歌
人
に
つ
い

て
の
表
皮
的
な
知
識
が
歌
語
り
的
に
伝
承
し
、
加
え
て
偶
々
伊
勢
の
自
纂
家
集

を
入
手
し
た
と
こ
ろ
が
ら
、
纂
集
者
が
仲
平
と
の
恋
の
破
綻
、
平
中
と
の
交

渉
、
宇
多
帝
の
寵
愛
、
皇
子
出
産
等
々
、
外
面
的
な
諸
象
を
骨
子
と
し
て
恣
意

に
よ
り
歌
物
語
部
を
創
作
し
た
の
か
、
或
は
人
的
関
係
に
お
い
て
纂
集
者
が
伊

勢
に
近
接
し
て
い
た
が
故
に
伊
勢
の
精
神
生
活
を
知
悉
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
ら
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召
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家
集
を
纂
集
す
る
に
あ
た
っ
て
、
現
に
見
る
如
き
歌
物
語
部
を
構
成
し
た
か
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々
は
己
れ
の
過
ぎ
し
実
人
生
を
自
照
す
る
と
こ
ろ
に
存

立
す
る
日
記
文
学
に
し
て
も
、
往
々
に
し
て
そ
の
記
述
が
朧
化
や
事
実
を
娩
閉

し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
況
や
他
纂
家
集
で
歌
物
語
化
さ
れ
た
も
の
に

あ
っ
て
は
、
朧
化
表
現
が
介
在
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
、
さ
ら
に
は
物
語
文

脈
を
優
位
に
展
開
す
る
べ
く
歴
史
的
事
実
で
あ
ろ
う
と
も
変
改
す
る
こ
と
は
充

分
あ
り
得
る
。
伊
勢
集
冒
頭
歌
物
語
部
に
つ
い
て
も
こ
の
こ
と
は
予
想
さ
れ

る
。
文
学
的
真
実
と
個
人
的
事
実
と
は
あ
く
ま
で
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
認
定
し
な
が
ら
も
、
本
稿
に
お
い
て
は
以
下
未
完
成
で
は
あ
る
が
、
一

箇
の
独
立
し
た
歌
物
語
と
し
て
充
分
通
用
す
る
伊
勢
集
冒
頭
歌
物
語
部
が
、
は

た
し
て
伊
勢
の
実
人
生
に
近
接
し
て
い
る
の
か
、
離
隔
し
て
い
る
か
を
せ
ん
さ

く
せ
ん
と
す
る
目
的
は
、
伊
勢
の
実
人
生
に
で
き
る
だ
け
接
近
し
て
、
彼
女
の

文
芸
的
可
能
性
、
就
中
日
記
文
学
の
可
能
性
を
探
ら
ん
が
た
め
で
あ
る
。

二

 
歌
物
語
的
傾
向
が
濃
厚
な
私
家
集
、
そ
れ
が
他
撰
で
あ
る
場
合
に
は
、
纂
集

者
の
恣
意
に
よ
る
虚
構
が
介
在
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
個
人
の
実
人
生

に
お
け
る
独
詠
歌
、
贈
答
歌
を
素
材
と
し
て
歌
物
語
の
文
脈
に
従
っ
て
人
生
を

時
間
的
に
再
構
成
す
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
空
想
と
思
惟
の
所
産
で
あ
る
仮

作
物
語
と
は
違
っ
て
、
寒
山
と
い
う
厳
然
と
し
た
素
材
が
あ
っ
て
の
物
語
化
で

あ
る
か
ら
、
纂
集
に
あ
た
っ
て
詠
作
者
の
実
人
生
を
大
き
く
変
改
す
る
と
い
う

こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
。
仮
に
虚
構
が
介
在
す
る
に
し
て
も
、
部
分
的
な

も
の
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
私
家

集
は
往
々
に
し
て
他
者
の
詠
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

（3）



の
現
象
は
雑
纂
的
な
家
集
に
多
く
、
類
纂
的
な
家
集
、
歌
物
語
的
な
家
集
に
は

少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
全
ぐ
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
も
し
他
詠
を
も

包
含
し
て
の
歌
物
語
化
で
あ
る
と
、
こ
れ
は
大
き
な
虚
構
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
点
伊
勢
集
冒
頭
歌
物
語
部
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

 
ま
ず
一
番
の
「
ひ
と
す
ま
ず
…
…
」
及
び
二
番
の
「
な
み
だ
さ
へ
…
…
」
の

二
首
は
素
性
集
流
布
本
系
に
、

 
 
 
み
つ
の
を
の
御
門
の
か
く
れ
給
へ
る
を
白
河
に
か
へ
さ
の
は
ら
へ
し
侍

 
 
 
し
に

 
卜
す
ま
ず
荒
れ
た
る
や
ど
を
き
て
み
れ
ば
今
ぞ
木
葉
は
錦
也
け
る

 
 
 
又
こ
き
紅
葉
を
見
る
に
折
し
も
し
ぐ
れ
の
す
れ
ば

 
神
無
月
し
ぐ
れ
に
そ
ひ
て
古
郷
は
紅
葉
の
色
も
こ
さ
ま
さ
り
け
る

と
見
え
、
素
性
集
で
は
二
首
と
も
素
性
の
詠
と
し
て
お
り
、
伊
勢
集
と
大
き
く

異
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
首
は
素
性
の
詠
で
は
な
い
。
こ
の
二
首
が
包
含
さ

れ
て
い
る
歌
仙
家
集
系
統
素
性
集
に
は
中
間
三
十
首
及
び
後
部
四
首
の
計
三
十

四
首
が
増
補
さ
れ
て
い
て
、
上
述
の
こ
首
は
後
部
四
首
の
う
ち
に
含
め
ら
れ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
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歌
仙
家
集
系
統
の
錯
簡
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
鈴
木
一
雄
氏
に
よ
っ

て
結
論
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
蛇
足
を
加
え
る
な
ら
ば
、
伊
勢
集
と
素
性
集
と

の
成
立
時
の
か
ね
あ
い
で
あ
る
。
現
存
伊
勢
集
の
成
立
は
後
撰
集
期
と
明
確
に

は
言
え
な
い
ま
で
も
、
そ
う
多
く
は
離
れ
て
い
な
い
と
見
倣
さ
れ
、
一
方
面

性
集
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
形
成
事
情
が
三
十
六
人
集
の
数
を
合
わ
せ
る
べ
く
、

三
代
集
（
拾
遺
抄
も
含
む
）
よ
り
素
性
の
詠
を
抄
出
し
て
纂
集
さ
れ
た
と
い
う

鋭
い
洞
察
が
つ
と
に
香
川
景
樹
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
群
書

類
従
本
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
に
し
て
も
正
論
で
あ
る
べ
く
、
従
っ
て
現
存

素
性
集
の
租
本
の
成
立
は
拾
遺
集
以
後
、
三
十
六
人
集
成
立
以
前
、
年
代
に
し

て
長
徳
四
、
五
年
以
後
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題
の
二
首
を
包
含
し
て
い
な

い
素
性
集
の
古
形
を
伝
え
て
い
る
西
本
願
寺
本
で
さ
え
成
立
が
長
徳
四
、
五
年

以
後
と
い
う
と
、
伊
勢
集
成
立
時
か
ら
か
な
り
後
期
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、

ま
し
て
や
西
本
願
寺
本
系
統
に
増
補
、
錯
簡
が
生
じ
て
成
っ
た
歌
仙
家
集
本
系

統
に
至
っ
て
は
、
平
安
朝
末
期
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
も
は
や
二

首
が
素
性
の
詠
で
は
な
く
し
て
、
仲
平
、
伊
勢
の
詠
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
く

も
な
い
。
従
っ
て
、
伊
勢
集
冒
頭
歌
物
語
部
の
こ
の
部
分
は
他
詠
を
も
っ
て
の

虚
構
で
は
な
く
、
伸
平
、
伊
勢
の
直
接
体
験
か
ら
詠
出
さ
れ
た
歌
を
も
っ
て
物

語
化
し
て
い
る
。

 
次
に
問
題
に
な
る
の
は
伊
勢
の
詠
で
は
な
い
が
、
仲
平
の
伊
勢
へ
の
贈
歌
で

あ
る
十
四
番
「
よ
ひ
の
ま
に
…
…
」
が
類
従
本
系
業
平
集
に
見
ら
れ
る
。
ま
た

後
撰
集
恋
三
に
は
「
宮
つ
か
へ
し
侍
り
け
る
射
程
久
し
く
あ
り
て
物
い
は
む

と
い
ひ
侍
り
け
る
に
遅
く
ま
か
り
け
れ
ば
」
と
の
詞
書
で
仲
平
の
詠
と
し
て
採

録
さ
れ
て
い
る
が
、
八
代
集
全
註
に
「
枇
杷
左
大
臣
一
・
三
本
に
如
此
。
一
本

に
な
り
ひ
ら
の
朝
臣
と
あ
り
」
と
見
え
、
後
撰
集
に
あ
っ
て
も
古
く
は
一
本
に

業
平
の
詠
と
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
こ
の
点
に
つ
き
早
く
に
疑
問
を
持
っ
た
の

は
清
輔
で
あ
り
、
袋
草
子
に
「
予
按
之
、
此
始
男
ト
イ
フ
ハ
如
集
ハ
仲
平
也
。

御
息
所
ハ
七
条
后
也
。
若
仲
平
ヲ
書
誤
鰍
。
但
後
面
七
時
仲
平
大
臣
也
。
錐
不

可
書
名
、
和
識
之
人
所
為
。
又
業
平
元
慶
四
年
卒
云
々
。
七
条
后
仁
和
四
年
十

月
六
日
入
内
、
如
此
時
代
相
違
、
凡
業
平
会
合
伊
勢
講
有
償
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問
は
業
平
と
伊
勢
が
時
代
的
に
隔
っ
て
い
る
こ
と
、
業

平
集
の
形
成
事
情
が
古
今
、
後
撰
集
よ
り
業
平
の
詠
を
抄
出
し
て
輯
成
さ
れ
、

そ
の
折
業
平
集
纂
集
者
が
由
っ
た
後
撰
集
が
右
の
詠
を
業
平
と
し
て
い
た
こ
と

か
ら
惹
起
し
た
誤
り
で
あ
っ
て
、
仲
平
の
詠
で
あ
る
と
見
る
べ
き
こ
と
に
つ
い

 
 
 
 
 
（
7
）
 
 
 
 
 
 
 
 
（
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て
は
吉
田
発
意
氏
、
鈴
木
知
太
郎
氏
が
説
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
群
書
類
従
本

（4）



業
平
集
の

 
 
 
伊
勢
と
い
ふ
人
に

 
い
せ
の
海
に
遊
ぶ
螢
と
も
成
に
し
か
波
か
き
わ
け
て
み
る
め
か
つ
か
ん

と
あ
る
歌
が
伊
勢
集
四
六
〇
、
四
六
一
番
に

 
 
 
人
の
い
ひ
た
り
し

 
伊
勢
の
う
み
に
あ
そ
ぶ
あ
ま
と
も
な
り
に
し
か
な
み
か
き
わ
け
て
み
る
め
か

 
つ
か
む

 
 
 
か
へ
し

 
お
ぼ
ろ
げ
の
あ
ま
や
は
か
つ
く
い
せ
の
う
み
の
な
み
た
か
い
そ
に
お
ふ
る
み

 
る
め
は

と
の
贈
答
歌
形
式
で
採
ら
れ
て
い
る
が
、
 
「
い
せ
の
う
み
に
…
」
が
業
平
の
詠

で
は
な
く
し
て
、
仲
平
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
の
「
よ
ひ
の
ま
に
…
」

の
歌
と
同
様
で
あ
る
。
伊
勢
集
冒
頭
歌
物
語
部
に
お
い
て
伊
勢
の
詠
歌
中
及
び

彼
女
と
贈
答
し
合
っ
た
者
の
詠
歌
中
に
、
全
く
別
人
の
詠
か
と
疑
わ
れ
る
も
の

は
以
上
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
そ
れ
も
疑
い
は
な
く
、
伊
勢

そ
の
人
の
詠
で
あ
り
、
仲
平
の
詠
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
冒

頭
歌
物
語
部
の
丸
紅
者
は
構
想
に
附
会
き
せ
る
べ
く
、
他
人
の
詠
を
資
料
Y
素

材
に
は
使
っ
て
い
な
い
。

層
次
に
伊
勢
の
詠
歌
中
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詠
が
真
に
歌
物
語
部
の
詞
書
の
如
き
情

況
下
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
詠
作
情
況
が
全
く
違
っ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
文
脈
に
附
会
さ
せ
る
と
い
っ
た
纂
集
者
の
作
為
が
な
い
ど
は

い
え
な
い
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
七
番
の
「
た
ち
ぬ
は
ぬ
…
…
」
の
歌

と
こ
れ
に
関
わ
る
長
文
の
詞
書
で
あ
る
。
関
根
博
士
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
詠
歌
と
詞
書
が
必
然
性
を
も
っ
て
結
合
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち

「
た
ち
ぬ
は
ぬ
…
…
」
の
歌
の
発
想
は
、
 
「
雨
や
ふ
ら
ん
と
す
ら
ん
と
い
ふ
ほ

伊
勢
に
お
け
る
日
記
文
学
形
成
の
可
能
性
に
つ
い
て

ど
に
、
い
み
じ
う
お
ほ
き
な
る
ゆ
き
か
き
く
ら
し
ふ
れ
ば
、
人
々
歌
よ
ま
む
と

い
ふ
に
、
こ
の
ま
う
で
た
る
人
」
と
の
詞
書
か
ら
降
雪
に
よ
っ
て
「
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
歌
に
は
な
ん
ら
雪
に
関
す
る
も
の
が
詠
み
込
ま
れ
て
は

い
ず
、
歌
の
中
心
は
龍
門
の
滝
に
あ
る
。
か
か
る
事
由
か
ら
関
根
博
士
は
こ

の
部
分
を
纂
三
者
の
恣
意
に
よ
る
作
為
で
あ
る
と
見
て
お
ら
れ
る
。
詞
書

に
あ
っ
て
は
、
仲
平
と
の
失
恋
の
傷
心
を
い
だ
き
つ
つ
、
 
一
時
父
の
任
国
で

あ
る
大
和
に
身
を
さ
け
、
傷
心
を
癒
す
べ
く
龍
門
寺
に
小
旅
行
を
試
み
た
の

で
あ
る
が
、
塵
介
の
巷
間
か
ら
隔
絶
し
た
清
麗
な
山
水
に
身
を
置
い
た
こ
と

は
、
か
え
っ
て
人
と
し
て
、
ま
た
女
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
悲
哀
を
つ
く
づ
く

観
照
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
た
、
龍
門
寺
周
辺
の
光
景
と
伊
勢

の
、
漿
と
が
ほ
ど
よ
く
調
和
し
た
選
に
な
っ
て
い
る
。
激
の
方
も
ま
た
単
な

る
自
然
詠
で
は
な
く
し
て
、
秋
山
慶
氏
が
「
伊
勢
の
歌
が
単
な
る
龍
門
寺
の
滝

の
風
景
に
対
す
る
趣
向
の
歌
で
は
な
い
こ
と
、
い
ま
わ
が
心
境
を
な
げ
く
切
実

な
思
い
を
こ
れ
に
托
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
伊
勢

日
記
の
作
者
は
、
こ
の
歌
を
そ
う
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
る

ご
と
く
、
眼
前
に
展
開
す
る
光
景
に
伊
勢
の
心
象
が
托
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
詞
書
に
対
し
て
七
番
の
詠
は
忽
然
た
る
観
は
ま
ぬ
が
れ
な

い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
歌
は
実
際
に
龍
門
寺
の
滝
に
心
象
を
托
し
て
詠
じ
ら
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
滝
を
布
に
見
た
て
た
詠
は
頗
る
多
く
、
例
え
ば

こ
の
詠
は
古
今
集
雑
歌
上
に
採
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
後
の

 
 
 
布
引
の
滝
の
も
と
に
て
人
々
あ
つ
ま
り
て
歌

 
 
 
よ
み
け
る
時
に
よ
め
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
業
 
 
平

……

ｫ
ぬ
乱
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の
ま
な
く
も
散
る
か
袖
の
狭
き
に

 
 
 
吉
野
の
滝
を
見
て
よ
め
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承
均
法
師

（5）



晒
た
が
た
め
に
引
て
酒
せ
る
布
な
れ
や
世
を
へ
て
み
れ
ど
と
る
人
も
な
き

 
 
 
題
知
ら
ず
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
神
た
い
法
師

晒
清
滝
の
瀬
の
し
ら
糸
く
り
た
め
て
山
わ
け
衣
お
り
て
き
ま
し
を

 
 
 
朱
雀
院
の
帝
布
引
の
滝
御
覧
ぜ
ん
と
て
ふ
ん
月
の
七
日
の
日
お
は
し
ま

 
 
 
し
て
あ
り
け
る
時
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
に
歌
よ
ま
せ
給
ひ
け
る
に
よ
め
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
橘
長
池

脚
主
な
く
て
さ
ら
せ
る
布
を
棚
機
に
わ
が
心
と
や
今
日
は
か
き
ま
し

の
ご
と
き
一
連
の
詠
は
よ
き
例
と
い
え
る
。
し
か
し
、
七
番
は
詞
書
そ
の
ま
ま

に
折
し
も
龍
門
寺
周
辺
に
う
っ
す
ら
と
降
り
う
ず
む
雪
、
そ
の
雪
の
白
さ
を
さ

ら
す
布
と
見
た
て
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
だ
降
り
う
ず
む
雪
を
晒
布
に
見

た
て
る
と
い
う
が
ご
と
き
発
想
に
お
い
て
詠
じ
ら
れ
た
歌
は
伊
勢
以
前
に
も
そ

の
後
に
あ
っ
て
も
管
見
に
は
入
ら
な
い
。
か
か
る
不
安
は
残
る
に
し
て
も
で
あ

る
。
失
恋
の
傷
心
を
抱
い
て
の
小
旅
行
に
あ
っ
て
、
た
ち
ま
ち
に
あ
た
り
を
純

白
に
染
め
て
い
く
降
雪
を
、
山
姫
が
着
る
人
と
て
い
な
い
布
を
晒
す
る
と
い
う

空
虚
な
行
為
と
見
た
て
た
の
は
、
恋
と
愛
の
空
虚
と
い
う
心
象
風
景
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
妻
問
い
婚
習
俗
に
あ
っ
て
は
、
仲
平
と
い
う
高
貴
な
男
と

の
交
渉
が
伊
勢
の
ご
と
き
出
自
の
女
性
に
と
っ
て
、
如
何
に
は
か
な
く
む
な
し

い
も
の
で
あ
る
か
を
切
実
に
体
験
し
、
そ
こ
に
生
じ
た
心
の
傷
を
浄
化
し
癒
す

目
的
で
こ
の
小
旅
行
に
出
か
け
た
の
で
あ
っ
て
、
過
ぎ
し
い
と
わ
し
い
思
い
出

を
す
べ
て
消
却
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
後
に
温
子

の
後
宮
に
再
帰
し
て
か
ら
も
挑
み
寄
る
仲
平
を
は
じ
め
と
し
て
、
時
平
、
敏

相
、
貞
文
な
ど
、
あ
は
っ
け
き
男
た
ち
を
拒
絶
し
通
す
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で

あ
る
。
か
か
る
心
境
に
あ
っ
て
、
龍
門
寺
の
光
景
を
詠
じ
た
歌
で
あ
れ
ば
、
滝

を
さ
ら
す
布
に
見
た
て
る
と
い
っ
た
伝
統
的
な
発
想
に
拮
抗
し
て
、
一
面
に
降

り
う
ず
む
雪
を
さ
ら
す
布
と
見
た
て
る
と
い
っ
た
新
奇
な
発
想
を
し
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
伊
勢
の
失
恋
の
悲
し
み
が
妻
問
い
婚
と
い
う
伝
統
的
習
俗
の
重

圧
か
ら
産
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
伊
勢
に
と
っ
て
は
こ
の
重
圧
に
対
す
る
せ

め
て
も
の
反
擾
は
、
伝
統
的
な
和
歌
の
発
想
を
無
視
し
て
彼
女
独
自
の
発
想

を
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
よ
う
に
七
番
の
歌
を
解
す
る
な
ら
ば
、

詞
書
と
歌
と
は
必
然
性
に
お
い
て
結
合
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
纂
三
者
の
作

為
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
か
え
っ
て
表
面
的
な
詠
歌
事
情
だ
け
で
な
く

伊
勢
の
情
念
の
習
性
ま
で
も
洞
察
し
得
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
ま
た
、
五
、
六
番
の
贈
答
歌

 
よ
を
う
み
の
あ
わ
と
う
き
た
る
み
に
し
あ
れ
ば
う
ら
む
る
こ
と
そ
か
ず
な
か

 
り
け
る

 
 
 
を
ん
な
か
へ
し

 
わ
た
つ
う
み
と
た
の
め
し
こ
と
の
あ
せ
ぬ
れ
ば
我
ぞ
わ
が
み
の
う
ら
は
う
ら

 
む
る

は
贈
答
事
情
が
定
か
で
な
い
。
西
本
願
寺
本
に
は
「
よ
を
う
み
の
…
…
」
の
前

 
 
 
 
う
た
の
か
へ
し

に
「
こ
の
歌
 
返
、
を
と
こ
よ
み
て
、
な
ら
ぎ
か
よ
り
お
こ
せ
け
る
」
と
あ

る
が
、
こ
の
詞
書
は
五
、
六
番
に
置
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
・
三
番
の
「

み
わ
の
や
ま
…
」
は
傷
心
を
抱
い
て
大
和
に
一
時
身
を
引
く
こ
と
を
知
ら
せ
や

っ
た
伊
勢
の
贈
歌
で
あ
り
、
そ
れ
に
返
歌
し
た
の
が
四
番
「
も
ろ
こ
し
の
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
た
の
か
へ
し

…
」
で
あ
っ
て
、
 
「
こ
の
歌
 
返
、
を
と
こ
よ
み
て
…
…
」
の
詞
書
は
四
番
の

仲
平
の
返
歌
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
五
、
六
番
の
贈
答
歌
に

つ
い
て
は
な
ん
ら
の
詞
書
も
な
く
浮
き
上
が
っ
て
し
ま
い
、
従
っ
て
、
こ
の
贈

答
歌
を
非
物
語
化
の
残
存
と
関
根
博
士
が
見
倣
さ
れ
た
の
も
頷
け
る
。
こ
れ
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

一
歩
進
め
て
考
察
さ
れ
た
の
は
秋
山
艶
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
五
、
六
番
の
贈

ノ（6）
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答
歌
と
一
四
、
一
五
番
の
贈
答
歌
と
の
措
辞
が
海
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
着
目
さ
れ
、
元
来
こ
の
二
組
の
贈
答
歌
が
一
連
の
も
の
、

 
 
 
…
…
は
じ
め
の
を
と
こ
、
し
も
に
お
は
せ
よ
と
い
は
せ
た
れ
ば
、
う
し

 
 
 
と
お
も
ふ
心
を
し
ば
し
と
い
ふ
心
を
い
は
せ
た
れ
ば

 
西
よ
ひ
の
ま
に
は
や
な
ぐ
さ
め
よ
い
そ
の
神
ふ
り
に
し
と
こ
も
う
ち
は
ら
ふ

 
 
べ
く

 
 
 
か
へ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
わ
）

 
盃
わ
た
つ
う
み
と
な
り
に
し
と
こ
を
い
ま
さ
ら
に
は
ら
は
つ
そ
で
や
あ
は
と

 
 
き
え
な
む

 
 
 
（
を
と
こ
ま
た
か
へ
し
）

 
五
よ
を
う
み
の
あ
わ
と
う
き
た
る
み
に
し
あ
れ
ば
う
ち
む
る
こ
と
そ
か
ず
な

 
 
か
り
け
る

 
 
 
を
ん
な
か
へ
し

 
六
わ
た
つ
う
み
と
た
の
め
し
と
こ
の
あ
せ
ぬ
れ
ば
我
ぞ
わ
が
み
の
う
ら
は
う

 
 
ら
む
る

の
ご
と
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
連
の
も
の
と
し

て
み
る
と
各
面
が
緊
密
に
連
関
し
あ
っ
て
い
て
、
誠
に
卓
見
と
い
う
べ
く
、
さ

ら
に
氏
は
か
か
る
錯
簡
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
、
歌
物
語
部
纂
集
者
の
恣
意
に

よ
る
変
改
で
は
な
く
し
て
、
錯
誤
で
あ
ろ
う
と
見
て
お
ら
れ
る
。

 
さ
ら
に
次
に
歌
物
語
文
脈
に
あ
っ
て
、
歴
史
的
事
実
と
認
定
し
得
る
事
象
が

時
間
的
に
矛
盾
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
歌
物
語
部

は
伊
勢
の
精
神
生
活
を
時
間
的
に
か
な
め
正
確
に
追
順
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
一
箇
所
の
み
時
間
的
に
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
八
番

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
わ
）

の
歌
と
詞
書
で
あ
る
。
詞
書
の
「
さ
は
ぎ
」
は
延
喜
元
年
正
月
の
菅
公
滴
居
事

伊
勢
に
お
け
る
日
記
文
学
形
成
の
可
能
性
に
つ
い
て

件
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
こ
の
事
件
に
関
連
し
た
「
兵
衛
の
す

け
」
は
源
敏
相
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
つ
と
に
伴
信
士
が
「
楽
章
伊
勢
日
記
附
讃
」

で
提
言
し
、
そ
の
後
諸
家
こ
れ
に
な
ら
っ
て
特
に
異
論
も
提
起
さ
れ
て
い
ず
、

疑
念
の
な
い
も
の
と
断
定
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
染
谷
進
氏
も
指
摘

 
 
 
 
 
 
 
（
“
）

さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
時
間
的
文
脈
上
こ
の
部
分
は
歴
史
的
事
実
に
反
す
る
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
番
以
後
歴
史
的
事
実
と
し
て
認
定
し
得
る
と
こ

ろ
は
二
三
番
の
詞
書
「
つ
か
う
ま
つ
る
み
や
す
ど
こ
ろ
も
、
后
に
み
た
ま
ひ

ぬ
、
」
ま
た
二
四
番
の
詞
書
「
か
く
て
、
み
か
ど
お
り
さ
せ
た
ま
ひ
て
二
年
と

い
ふ
に
…
」
な
ど
で
あ
っ
て
、
前
者
に
あ
っ
て
は
温
子
が
立
后
し
た
の
は
寛
平

九
年
七
月
廿
日
、
後
者
に
あ
っ
て
は
宇
多
帝
が
退
位
な
さ
れ
た
の
は
寛
平
九
年

七
月
三
日
、
二
年
後
昌
泰
二
年
十
月
廿
四
日
に
御
落
飾
な
さ
っ
た
の
で
あ
る
。

延
喜
元
年
正
月
の
菅
公
調
居
事
件
が
こ
れ
ら
に
先
立
っ
て
文
脈
上
に
位
置
す
る

こ
と
は
大
き
な
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
如
何
に
し
て
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
一
つ
は
伊
勢
集
の
纂
集
者
の
無
意
識
裡
に
な
さ
れ

た
誤
謬
で
あ
る
か
、
他
の
一
つ
は
伊
勢
の
実
人
生
の
時
間
的
序
列
を
無
視
し
て

歌
物
語
部
を
主
題
に
統
一
せ
ん
と
し
た
改
変
で
あ
る
か
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い

て
は
伊
勢
の
実
入
生
が
多
く
の
時
の
流
れ
の
中
で
い
つ
の
間
に
か
朧
化
し
て
し

ま
っ
て
、
単
に
歌
仙
的
な
人
物
と
し
て
し
か
知
り
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
結

果
、
素
材
を
主
題
に
統
一
し
ょ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
ら
生
じ
た
誤
謬
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
現
存
伊
勢
集
の
成
立
時
に
つ
い
て
は
、
私
家
集

の
歌
物
語
化
風
潮
と
い
う
一
般
的
傾
向
に
照
ら
し
て
、
ほ
ぼ
後
撰
集
期
の
前
後

に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
は
関
根
博
士
の
御
見
解
で
あ
る
が
、
こ
の
傾
向
は

な
に
も
後
撰
集
期
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
後
撰
集
以
後
と
て
残
存
乃
至
は

継
続
し
て
い
な
い
と
は
い
え
な
い
。
従
っ
て
、
成
立
時
を
後
撰
集
期
前
後
に
限

（7）



定
す
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
不
安
を
感
じ
な
い
で
も
な
い
。
仮
に
最
下
限
三
十
六

人
集
が
纂
集
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
十
一
世
紀
中
頃
ま
で
に
成
立
し
た
と
し
て

も
、
伊
勢
が
無
名
の
一
女
房
に
過
ぎ
な
い
の
な
ら
ま
だ
し
も
、
歌
仙
的
な
女
流
歌

人
と
し
て
そ
の
名
声
と
経
歴
は
広
く
瞼
寅
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
い
や

し
く
も
伊
勢
の
家
集
を
纂
溢
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
、
伊
勢
の
実
人
生
に

関
連
し
て
菅
公
講
居
、
宇
多
帝
の
譲
位
、
御
落
飾
な
ど
歴
史
的
事
項
を
時
間
的
に

と
り
違
え
る
筈
も
な
か
ろ
う
。
し
て
み
る
と
こ
こ
は
伊
勢
集
客
虚
者
の
意
識
的

な
改
変
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
纂
集
者
の
改
変
の
意
図
は
那
辺
に

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
の
詞
書
と
歌
は
単
一
な
も
の
と
し
て
こ
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
2
）

に
置
か
れ
た
の
で
は
な
い
。
す
で
に
秋
山
慶
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、
一

六
、
七
番
の
贈
答
歌
と
一
連
の
文
脈
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
は
、
大
和
よ
り
帰
京
し
て
温
子
の
許
に
再
出
仕

す
る
よ
う
に
な
っ
た
伊
勢
は
、
仲
平
、
時
平
ら
の
懸
想
を
敢
然
と
退
け
つ

つ
、
さ
ら
に
は
一
九
、
二
〇
、
二
一
番
の
ご
と
く
平
中
の
懸
想
を
問
題
に
せ
ず

し
て
、
そ
の
ま
め
や
か
な
る
態
度
な
る
が
故
に
宇
多
帝
の
寵
愛
を
獲
得
す
る
と

い
う
文
脈
の
中
に
あ
っ
て
、
仲
平
、
時
平
、
敏
相
、
平
中
と
連
続
的
に
男
と
の

交
渉
を
拒
否
す
る
こ
と
が
一
見
平
板
な
文
脈
に
堕
し
て
し
ま
う
こ
と
も
否
め
な

い
。
纂
集
者
は
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
結
果
、
一
つ
の
起
伏
を
文
脈
上
に
布
設

す
る
べ
く
、
こ
の
部
分
を
置
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
、
仲
平
と

の
恋
の
破
綻
を
契
機
と
し
て
、
多
く
の
君
た
ち
の
挑
み
を
も
退
け
ず
に
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
高
逸
な
、
ま
た
か
た
く
な
な
伊
勢
の
心
情
に
も
、
偶
々
句
論
と
い
う

大
き
な
不
幸
に
見
ま
わ
れ
た
男
一
そ
れ
以
前
に
あ
っ
て
は
好
き
が
ま
し
き
心

一・

ﾂ
に
言
い
寄
ら
ん
と
し
た
い
と
わ
し
い
男
で
は
あ
っ
た
が
一
に
対
し
て
は

同
情
の
心
を
与
え
得
る
だ
け
の
心
情
は
持
ち
続
け
得
た
こ
と
を
、
纂
濡
者
は
こ

こ
で
い
わ
ん
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

伊
勢
集
纂
貧
者
は
伊
勢
の
内
面
生
活
に
深
く
関
わ
り
つ
つ
、
こ
れ
を
文
脈
上
に

設
定
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
時
間
的
、
歴
史
的
事
実
を
ま
で

改
変
し
て
物
語
文
脈
を
構
成
し
た
の
は
、
伊
勢
の
実
人
生
と
は
な
ん
ら
関
わ
り

の
な
い
嘉
承
者
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
の
で
は
な
く
、
纂
集
者
が
伊
勢
そ
の

人
に
近
接
し
た
立
場
に
あ
っ
た
が
故
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
伊
勢
の
精
神
生
活
の

内
部
に
わ
け
入
り
そ
れ
を
浮
彫
り
せ
ん
と
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三

 
以
上
の
ご
と
く
見
て
く
る
と
、
伊
勢
集
の
寄
集
者
は
冒
頭
部
を
歌
物
語
化
す

る
に
あ
た
っ
て
、
伊
勢
の
詠
歌
を
素
材
と
す
る
に
忠
実
な
ば
か
り
で
は
な
く
、

伊
勢
の
内
面
を
浮
彫
り
す
る
べ
く
手
作
の
時
間
的
序
列
を
改
変
し
て
ま
で
も
、

精
神
運
動
に
追
嘉
せ
ん
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
纂
半
者
は
伊
勢
の
実
人
生
の

内
部
に
沈
潜
し
て
、
そ
れ
を
歌
物
語
風
に
語
る
こ
と
に
努
め
て
お
り
、
そ
こ
に

創
り
出
さ
れ
た
祠
入
の
女
の
姿
は
伊
勢
そ
の
人
の
精
神
生
活
に
砂
な
か
ら
ず
接

近
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
っ
て
も
、
歌
物
語
部
に
描
出
さ
れ
た

一
個
の
女
は
そ
れ
自
体
全
く
伊
勢
そ
の
人
で
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
実

在
し
た
一
個
人
の
精
神
生
活
を
詠
作
を
通
し
て
凝
視
し
、
ま
た
そ
の
詠
作
を
素

材
と
し
て
歌
物
語
風
に
構
成
さ
れ
た
伊
勢
集
冒
頭
歌
物
語
部
そ
の
も
の
は
、
作

品
の
形
成
さ
れ
た
時
か
ら
す
で
に
伊
勢
そ
の
人
で
は
な
く
し
て
、
全
く
新
し
い

入
生
の
創
造
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
伊
勢
の
実
人
生
の
忠
実
な
再
構
成
で
は
な

く
、
全
く
新
し
い
人
生
の
発
見
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
日

記
文
学
の
方
法
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
日
記
文
学
の
方

（8）



法
は
一
個
の
実
人
生
を
追
体
験
す
る
と
こ
ろ
に
構
築
さ
れ
る
と
は
い
い
な
が

ら
、
構
築
さ
れ
た
人
生
は
実
人
生
と
は
全
く
別
個
な
自
立
性
を
も
っ
て
客
観

化
さ
れ
た
も
の
に
昇
華
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
よ
し

ま
た
日
記
文
学
創
作
者
が
素
材
た
る
一
個
の
実
人
生
と
は
全
く
他
者
で
あ
っ
た

に
し
て
も
、
そ
こ
に
造
り
出
さ
れ
た
作
品
が
一
つ
の
テ
ー
マ
に
統
一
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
と
て
も
日
記
文
学
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
秋
山
五
爵
が
「
単
に
歌
人
と
し
て
歌

を
詠
縛
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
歌
に
わ
が
い
の
ち
の
顕
揚
を
か
け
る
ひ

と
り
の
女
の
人
生
の
痛
切
な
経
験
と
歌
で
こ
れ
に
対
処
し
克
服
し
よ
う
と
す

る
生
き
か
た
に
内
在
す
る
生
命
力
に
随
順
す
る
論
理
を
、
伊
勢
日
記
の
作
者

が
把
握
し
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
作
者
が
伊
勢
そ

の
人
で
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
も
し
な
い
と
す
れ
ば
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う

追
求
は
ほ
と
ん
ど
、
不
可
能
と
い
っ
て
よ
い
が
、
伊
勢
と
い
う
訓
導
の
人
開
の

歌
に
よ
る
生
き
か
た
を
そ
の
世
界
に
内
在
さ
せ
つ
つ
、
 
一
歩
ず
り
の
日
記
の

文
脈
を
織
り
な
し
て
ゆ
く
そ
の
論
理
は
、
伊
勢
そ
の
人
に
ほ
と
ん
ど
合
同
し

う
る
作
者
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
現
存
の
形
態
の
ご
と
き
伊
勢
日

記
を
成
立
せ
し
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
強
く
規
制
し
た
も
の
と
し
て
伊
勢

当
人
の
営
為
の
先
行
を
想
定
す
る
こ
と
も
き
わ
め
て
自
然
で
あ
ろ
う
」
と
い
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わ
れ
る
如
く
、
伊
勢
の
実
人
生
と
冒
頭
歌
物
語
部
の
一
個
の
女
性
の
人
生
と

は
極
め
て
近
接
し
で
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
冒
頭
歌
物
語
部
に
は
明
瞭
に
日

記
文
学
の
方
法
の
萌
芽
が
内
在
し
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
の
萌
芽
を
内
在
せ
し

め
る
に
至
っ
た
伊
勢
の
実
人
生
そ
の
も
の
に
も
日
記
文
学
の
方
法
が
内
在
し
て

い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
一
個
の
実
人
生
が
如
何

に
日
記
文
学
の
方
法
的
可
能
性
を
有
し
て
い
て
も
、
作
品
に
定
着
す
る
に
は
表

伊
勢
に
お
け
る
日
記
文
学
形
成
の
可
能
性
に
つ
い
て

現
方
法
の
発
達
が
前
提
と
な
っ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
の
。
し
か
ら
ば
伊
勢
が
生
き

た
時
代
に
お
い
て
は
仮
名
に
よ
っ
て
日
記
す
る
と
い
う
こ
と
で
の
状
況
は
ど
ケ

で
あ
っ
た
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
歌
合
日
記
で
あ
る
。
歌
合
日
記
は
日
記

文
学
形
成
の
場
と
同
一
次
元
に
は
位
置
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
歌
合
と
い
う
集

団
的
形
式
的
な
文
芸
的
遊
戯
に
過
ぎ
な
い
行
事
を
実
務
的
に
筆
録
し
た
も
の
に

過
ぎ
ず
、
一
回
限
り
の
実
人
生
を
自
照
す
る
こ
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
日
記

文
学
と
は
本
質
的
に
異
質
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
合
日
記
が
実
務
的
で
あ
ろ
う

と
も
、
仮
名
書
き
で
あ
る
こ
と
、
日
記
す
る
と
い
う
こ
と
、
な
ど
に
お
い
て
は

共
通
し
て
い
る
。
加
え
て
平
安
朝
歌
合
史
上
画
期
的
な
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い

る
亭
子
院
歌
合
日
記
の
筆
録
者
を
、
挟
桑
拾
葉
集
に
あ
っ
て
は
伊
勢
と
し
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
客
観
的
に
証
明
す
る
て
だ
て
は
な
い
の
だ

が
、
本
歌
合
が
催
さ
れ
た
延
喜
十
三
年
と
い
え
ば
伊
勢
の
歌
人
と
し
て
の
名
声

は
広
く
世
評
に
の
ぼ
っ
て
お
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
か
っ
て
は
本
歌
合
の
主
催
者

た
る
宇
多
院
の
寵
幸
を
受
け
皇
子
ま
で
も
産
ん
で
い
る
彼
女
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、
本
歌
合
の
日
記
を
筆
録
し
た
と
い
う
こ
と
も
信
慧
性
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
ま
た
京
極
御
息
所
褒
子
歌
合
の
日
記
、
特
に
十
巻
本
の
そ
れ
は
、
萩
谷

朴
氏
が
「
兎
も
角
、
脚
色
の
記
述
が
頗
る
詳
細
適
切
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
見
て

も
、
更
に
ま
た
、
耳
近
難
陳
の
描
写
ぶ
り
よ
り
み
て
も
、
こ
の
十
巻
本
の
仮
名

日
記
は
、
女
性
殊
に
、
．
亭
子
院
歌
合
の
場
合
と
同
じ
く
伊
勢
御
息
所
あ
た
り
の

筆
に
な
っ
た
も
の
か
と
の
疑
い
を
さ
え
、
抱
か
し
め
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
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る
」
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
亭
子
院
歌
合
日
記
と
の
表
現
上
の
類
似
性
が
明
瞭

で
あ
っ
て
、
亭
子
院
歌
合
日
記
の
筆
録
者
と
同
一
人
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
、

い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
亭
子
院
歌
合
日
記
、
京
極
御
息
所
褒
子
歌

合
日
記
が
伊
勢
の
手
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
仮
名
書
き
に

C9）



よ
る
散
文
表
記
及
び
日
記
す
る
と
い
う
こ
と
で
経
験
と
技
術
を
持
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
伊
勢
自
身
の
日
記
す
る
と
い
う
体
験
は
と
も
か

く
、
伊
勢
が
生
き
た
時
代
に
あ
っ
て
は
純
粋
な
意
味
あ
い
で
の
日
記
文
学
の
動

向
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
伊
勢
の
生
き
た
時
限
を
明
ら
か
に
比
定
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
が
、
詠
作
年
次
が
明
ら
か
に
比
定
で
き
る
も
の
の
う
ち
最
も
新
し

い
も
の
は
、
醍
醐
天
皇
第
四
皇
女
勤
子
内
親
王
の
麗
去
を
悼
ん
だ
四
四
七
番
で

あ
り
、
伊
勢
は
天
慶
元
年
十
一
月
以
降
ま
で
も
生
存
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
従
っ
て
、
伊
勢
の
晩
年
に
は
土
佐
日
記
の
成
立
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
伊

勢
が
土
佐
日
記
を
披
見
し
た
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
ま
た
男
性
官
僚
と
後
宮

女
房
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
日
記
文
学
の
胎
動
は
明
ら
か
に
伊
勢
の
生
き

た
時
代
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
ご
と
く
、
伊
勢
の
実
人
生
そ
の
も
の
に
日
記
文
学
の
方
法
的
可
能
性

が
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
実
際
に
も
歌
合
日
記
筆
録
と
い
う
日
記
す
る
こ
と
を
体

験
し
、
ま
た
時
代
的
に
も
日
記
文
学
の
胎
動
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
、
伊
勢
に
お
け
る
日
記
文
学
形
成
の
可
能
性
は
頗
る
揃
っ
て
い
た
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
和
歌
廟
宇
以
外
に
歌
合
日
記
は
別
と
し
て
、
伊
勢
の
手
に

成
る
作
品
、
或
は
纂
本
物
は
、
古
今
集
撰
集
時
に
召
に
応
じ
て
提
出
し
た
と
思

わ
れ
る
自
纂
家
集
、
ま
た
伊
勢
の
自
撰
か
他
撰
か
定
か
で
は
な
い
が
、
伊
勢
の

自
撰
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
撰
集
撰
集
に
あ
た
っ
て
中
務
が
村
上
帝
に
奉
っ
た

家
集
、
さ
ら
に
は
現
存
伊
勢
集
の
冒
頭
歌
物
語
部
が
形
成
さ
れ
る
前
提
と
し

て
、
伊
勢
の
目
撰
家
集
め
い
た
も
の
、
な
ど
の
存
在
し
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
る

の
だ
が
、
日
記
文
学
が
形
成
さ
れ
た
形
跡
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。

 
し
か
ら
ば
伊
勢
に
あ
っ
て
は
、
日
記
文
学
の
方
法
的
可
能
性
を
多
分
に
内
包

し
な
が
ら
、
そ
れ
が
作
品
と
し
て
形
成
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
如
何

な
る
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
か
。
私
は
一
つ
の
因
子
を
伊
勢
の
文
芸
環
境
と
和
歌

心
々
活
動
に
見
い
出
し
得
る
と
思
う
。
伊
勢
の
心
の
奥
深
い
と
こ
ろ
に
潜
む
悲

哀
を
浮
彫
り
し
た
冒
頭
歌
物
語
部
に
対
し
、
後
続
家
集
部
に
見
ら
れ
る
作
歌
活

動
は
あ
ま
り
に
栄
耀
に
輝
き
、
際
立
っ
た
対
照
を
な
し
て
い
る
。
冒
頭
歌
物
語

部
は
三
二
、
三
番
の
歌
で
終
る
と
も
な
く
途
切
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
伊
勢

集
纂
集
過
程
で
如
何
な
る
理
由
で
中
断
、
放
棄
さ
れ
た
か
は
全
く
判
ら
な
い
。

と
は
い
っ
て
も
、
伊
勢
の
女
性
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
悲
哀
が
、
三
二
、
三

番
の
歌
が
詠
じ
ら
れ
た
時
点
一
察
す
る
と
こ
ろ
延
喜
五
年
か
ら
前
後
に
そ
う

遠
く
離
れ
て
い
な
い
時
点
1
に
お
い
て
全
く
終
焉
し
た
と
は
思
え
な
い
。
伊

勢
の
人
生
の
若
か
り
し
半
生
で
体
験
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
悲
哀
は
よ
り
内
面

化
し
、
深
化
し
こ
そ
す
れ
、
減
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
体
験
か
ら

生
き
る
こ
と
の
悲
哀
を
認
識
し
、
こ
れ
が
内
面
化
す
る
と
こ
ろ
に
は
常
に
強
い

自
照
的
性
癖
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
個
の
人
間
の
内
部
に
自
照
性
が
濃
厚

に
介
在
す
る
と
き
、
日
記
文
学
形
成
の
可
能
性
も
ま
た
大
き
い
。
一
体
も
の
を

書
く
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
が
自
照
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
内
発
的
な
必
然

性
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
書
か
ね
ば
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
否
、
書
く
こ

と
に
お
い
て
の
み
し
か
自
己
を
生
か
し
得
な
い
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
自
己

を
表
現
す
る
に
あ
ま
り
に
真
率
、
真
摯
な
心
情
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
同
時
に

他
面
、
常
に
読
む
者
1
そ
れ
が
個
別
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
不
特
定
で
あ
ろ
う

と
も
一
も
予
想
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
っ
て
、
純
粋
無
垢
に
自
己

の
た
め
に
自
己
を
表
現
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
。
日
記
文
学

の
形
成
に
は
常
に
こ
の
二
つ
の
傾
向
が
な
い
ま
ぜ
に
絡
み
あ
っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
前
者
の
傾
向
に
お
い
て
の
み
日
記
文
学
の
形
成
は
な
く
、
ま
た
後
者
の

傾
向
の
み
に
よ
っ
て
の
形
成
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
実
際

（10）



に
筆
を
執
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
後
者
の
傾
向
が
多
分
に
介
在
し
て
い
る
。
文

学
形
態
の
中
に
あ
っ
て
、
日
記
文
学
ほ
ど
自
己
顕
示
的
な
も
の
は
他
に
は
な

い
。
よ
り
内
面
的
に
深
く
自
照
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
産
み
出
さ
れ
る
作

品
は
自
己
顕
示
的
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
執
筆
者
自
身
に
あ
っ
て
も
か
な
り

明
瞭
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
自
己
顕
示
的
で
あ
る
と
の
謂
は
、
自
己

の
内
面
の
披
渥
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
己
の
文
芸
の
誇
示
と
高
揚
で
も
あ
る
。

 
伊
執
刀
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
女
性
と
し
て
の
悲
哀
を
体
験
し
続

け
た
結
果
、
自
然
と
自
照
性
に
お
い
て
も
人
「
倍
濃
厚
な
も
の
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
か
ら
、
自
照
文
学
形
成
の
内
発
的
必
然
性
は
多
分
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

が
、
 
一
方
文
芸
に
お
け
る
自
己
顕
示
と
い
う
こ
と
で
の
意
識
的
必
然
性
と
い
う

点
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
そ
こ
で
伊
勢
の
歌
人
と
し
て
の
作
歌
情
況
が
問
題
に

な
る
。
家
集
三
二
番
の
「
や
ま
が
は
の
…
…
」
の
歌
は
そ
の
詞
書
か
ら
古
今
集

撰
集
に
あ
た
っ
て
請
に
応
じ
て
提
出
し
た
自
撰
家
集
の
存
在
を
想
定
し
せ
め
る

が
、
こ
れ
は
伊
勢
の
歌
人
と
し
て
の
名
声
が
す
で
に
世
に
聞
え
て
い
た
こ
と

を
証
す
る
も
の
で
、
結
果
と
し
て
古
今
集
に
二
二
首
と
い
う
多
く
を
採
録
さ

れ
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
後
続
家
集
部
に
あ
っ
て
、
公
的

な
晴
れ
の
詠
作
と
し
て
製
作
年
次
が
比
定
で
き
る
も
の
、
或
は
他
の
資
料
か

ら
公
的
な
詠
作
と
し
て
製
作
年
次
が
判
明
す
る
も
の
の
大
概
を
年
次
に
．
従
っ

て
列
挙
す
る
と
、
皇
太
夫
人
葦
子
女
王
歌
合
に
詠
進
（
寛
平
五
年
九
月
以
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前
）
、
中
宮
温
子
の
東
宮
（
醍
醐
帝
）
の
養
母
時
代
の
屏
風
歌
圃
～
㈹
（
寛
平

八
～
九
年
）
、
亭
子
院
女
郎
花
合
に
詠
進
（
昌
泰
元
年
）
、
亭
子
院
歌
合
に
詠

進
勧
～
⑯
（
延
喜
＝
ご
年
）
、
内
侍
藤
原
満
子
四
十
賀
の
屏
風
歌
働
～
㈲
（
延

喜
＝
二
年
）
、
陽
成
院
歌
合
に
詠
進
㈲
～
四
（
延
喜
＝
一
、
三
年
）
、
春
日
歌

合
（
京
極
御
息
所
階
子
歌
合
）
に
詠
進
岡
～
圏
（
延
喜
二
一
年
）
、
式
部
郷
敦

伊
勢
に
お
け
る
日
記
文
学
形
或
の
可
能
性
に
つ
い
て

慶
親
王
前
栽
合
に
詠
進
㈱
～
㈲
（
延
長
二
～
七
年
秋
）
、
亭
子
院
六
十
賀
の
屏

風
歌
㈲
～
㈲
（
延
長
四
年
）
、
八
条
大
将
藤
原
保
忠
四
十
賀
の
屏
風
歌
圃
～
圃

（
延
長
七
年
）
、
康
子
内
親
王
（
醍
醐
地
廻
十
四
皇
女
）
初
算
の
屏
風
歌
㈹
～
㈱

（
承
平
三
年
）
、
皇
后
皇
子
五
十
賀
の
屏
風
歌
6
2
～
㈱
（
承
平
四
年
）
、
陽
成

院
七
十
賀
の
「
う
ち
み
だ
り
の
は
こ
」
に
詠
進
（
承
平
七
年
）
な
ど
正
し
い
数

に
な
る
。
さ
ら
に
詠
作
年
次
が
比
定
で
き
な
い
公
的
な
詠
作
と
し
て
誰
の
屏
風

絵
に
つ
い
て
の
詠
作
か
定
か
で
な
い
も
の
が
鱒
、
鯛
、
㈱
、
圃
、
⑯
、
⑯
、
亭

子
院
関
係
の
屏
風
歌
が
㈹
、
圃
、
詞
書
か
ら
で
は
何
人
か
判
明
し
な
い
尊
書
の

屏
風
歌
が
、
東
三
条
の
御
息
所
の
御
廟
の
屏
風
歌
圏
、
㈱
、
七
の
宮
の
八
十
賀

の
屏
風
歌
⑯
、
そ
の
他
内
裏
の
菊
の
宴
㈲
、
東
宮
（
醍
醐
帝
）
の
御
息
所
の
は

こ
合
に
詠
進
鋤
、
京
極
院
の
花
の
宴
㈱
、
㈹
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
こ
れ

ら
公
的
詠
作
は
、
秀
で
た
歌
才
に
加
え
て
中
宮
渥
子
の
許
で
女
房
と
し
て
長
ら

く
奉
仕
し
、
宇
多
帝
の
寵
幸
を
受
け
、
さ
ら
に
は
敦
慶
親
王
の
愛
人
と
し
て
も

生
き
た
と
い
う
、
伊
勢
の
出
自
か
ら
す
れ
ば
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
上
流
文

化
圏
の
中
に
生
活
し
た
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
。
い
い
換
え
れ
ば
伊
勢
の
歌

才
は
、
彼
女
が
上
流
文
化
圏
に
生
活
し
た
れ
ば
こ
そ
絢
欄
と
花
開
い
た
の
で
あ

り
、
そ
の
文
芸
環
境
は
頗
る
開
放
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
文
芸
的
環

境
に
あ
っ
て
の
詠
作
は
そ
れ
自
体
す
で
に
詠
作
者
の
文
芸
の
高
揚
に
他
な
ら

ず
、
敢
え
て
意
識
的
に
文
芸
的
自
己
顕
示
の
姿
勢
を
と
る
必
然
性
は
な
い
。
己

が
人
生
に
底
流
す
る
悲
哀
を
凝
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
伊
勢
の
自
照
性

は
、
．
自
照
す
る
こ
と
の
み
に
終
始
し
て
、
そ
れ
が
日
記
文
学
ま
で
に
昇
華
さ
れ

る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
文
芸
的
環
境
に
恵
ま
れ
過
ぎ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

 
最
後
に
、
現
存
伊
勢
集
の
成
立
時
期
に
関
し
て
は
、
関
根
博
士
の
私
家
集
の

（11）



歌
物
語
化
風
潮
と
い
う
傾
向
に
照
ら
し
て
後
撰
集
期
の
前
後
と
す
る
御
報
が
あ

る
が
、
こ
れ
に
従
え
ば
冒
頭
歌
物
語
部
は
女
流
日
記
文
学
の
三
里
た
る
蜻
蛉
日

記
に
先
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
女
流
日
記
文
学
の
形
成
を
考
え
る
上
か
ら
す
れ

ば
、
高
度
に
熟
し
た
日
記
文
学
作
品
で
は
な
い
に
し
て
も
、
日
記
文
学
の
方
法

的
萌
芽
が
内
在
し
て
い
る
が
故
に
好
都
合
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
家
集

の
歌
物
語
化
風
潮
は
、
単
に
後
撰
集
の
歌
物
語
的
特
徴
に
照
ら
し
て
の
推
定
で

あ
り
、
私
家
集
の
歌
物
語
化
は
必
ず
し
も
後
撰
集
期
前
後
に
限
定
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
も
思
え
ず
、
そ
れ
以
後
も
残
存
、
継
続
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
伊
勢
集
冒
頭
歌
物
語
部
を
蜻
蛉
日
記
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
、
女

流
日
記
文
学
の
形
成
の
史
的
考
察
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
不

安
を
禁
じ
得
な
い
。

1
、
玉
井
幸
助
氏
『
日
記
文
学
の
研
究
」
総
説

2
、
岡
崎
知
子
氏
「
伊
勢
伝
考
」
 
『
大
谷
学
報
』
四
一
ノ
四
、
四
三
ノ
一
、

 
 
二

3
、
関
根
慶
子
氏
『
申
古
私
家
集
の
研
究
』
第
二
部
「
伊
勢
集
の
研
究
」
。

 
 
以
下
同
氏
の
御
見
解
は
同
書
に
よ
る
。

4
、
以
下
の
歌
番
号
は
、
説
明
な
き
も
の
は
す
べ
て
、
西
本
願
寺
本
の
歌
番

 
 
号
を
示
す
。

5
、
山
口
博
氏
「
摂
関
家
歌
壇
と
私
家
集
」
 
『
王
朝
歌
壇
の
研
究
』
所
収

6
、
鈴
木
一
雄
氏
「
素
性
集
に
つ
い
て
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
三
一
年

 
 
五
月

7
、
吉
田
尭
文
氏
「
業
平
集
の
研
究
」
 
『
国
語
国
文
』
昭
和
九
年
六
月

8
、
鈴
木
知
太
郎
氏
「
在
中
将
集
の
成
立
に
つ
い
て
」
 
「
文
学
」
昭
和
＝

11 10 9
 ｝   N   N

15 14 13 12
一    ｝    N    N

年
一
月
・

秋
山
慶
氏
『
王
朝
女
流
文
学
の
形
成
』
 
「
豆
伊
勢
日
記
解
」

9
に
同
じ
。

染
谷
全
智
「
伊
勢
集
の
歌
物
語
に
つ
い
て
」
『
槻
の
木
』
昭
和
二
二
年

九
～
同
○
月

9
に
同
じ
。

9
に
同
じ
。

萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
第
一
巻

（
 
〉
内
数
字
は
、
西
本
願
寺
本
伊
勢
集
の
歌
番
号
を
示
す
。
以
下
同

じ
。

、

（12）


