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俊
成
卿
女
家
集
払
岬
 
 

－
『
千
五
首
番
百
首
』
と
『
衛
門
の
督
の
励
へ
の
百
首
』
と
の
比
軒
－
 
 

永
 
田
 
初
 
枝
 
 

『
焼
成
卿
女
家
集
』
は
、
『
新
勅
撰
集
』
撰
集
の
資
料
と
L
て
、
定
家
に
提
 
 

出
さ
れ
る
べ
く
天
福
元
年
 
（
一
二
三
三
）
 
に
自
探
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
 
 

い
る
i
。
現
在
は
、
百
首
歌
や
家
集
不
見
の
勅
撰
人
集
歌
な
ど
が
付
け
足
さ
れ
、
 
 

全
四
部
か
ら
成
る
が
、
自
撰
部
分
は
、
第
一
部
八
十
三
百
の
み
で
、
そ
れ
が
 
『
 
 

俊
成
卿
女
家
集
』
の
原
型
で
あ
る
と
推
測
き
れ
て
い
る
呈
。
 
 
 

自
撰
部
分
は
、
巻
頭
四
首
、
『
千
五
百
番
百
首
』
十
四
首
、
『
仙
洞
五
十
首
』
 
 

十
四
首
、
『
北
山
三
十
首
』
二
十
四
首
、
『
衝
門
の
督
の
殿
へ
の
百
百
』
二
十
 
 

四
首
、
哀
傷
歌
五
首
か
ら
成
り
、
巻
頭
の
四
首
と
、
末
尾
の
哀
傷
歌
五
首
を
除
 
 

い
て
は
、
定
数
歌
か
ら
散
酋
を
選
じ
入
れ
る
形
で
編
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
 
 

百
首
歌
か
ら
家
集
に
遠
じ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
か
ら
の
 
 

『
千
五
百
番
百
百
』
と
、
『
為
豪
家
百
百
』
か
ら
の
 
『
衛
門
の
督
の
殿
へ
の
百
 
 

首
』
が
あ
る
。
 
 
 

『
千
五
百
番
百
首
』
は
、
建
仁
年
間
（
一
二
O
D
年
初
頭
）
 
に
催
さ
れ
た
 
『
 
 

千
五
百
番
談
合
』
の
た
め
の
百
首
で
あ
る
。
こ
の
歌
合
の
た
め
に
俊
成
卿
女
が
 
 

百
首
を
詠
進
L
た
瞳
仁
元
年
 
二
二
〇
こ
 
は
、
彼
女
が
内
大
臣
家
影
供
歌
台
 
 

に
「
新
参
」
の
名
で
列
L
、
初
め
て
公
の
歌
壇
に
デ
ビ
ュ
1
を
遂
げ
た
、
ま
さ
 
 

に
そ
の
年
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
女
に
と
っ
て
最
も
初
期
の
噴
の
百
首
歌
で
も
あ
 
 

っ
た
。
彼
女
は
、
そ
の
 
『
千
五
百
番
歌
台
』
か
ら
、
春
一
首
、
真
二
首
、
秋
四
 
 

首
、
冬
一
首
、
恋
六
首
の
十
四
首
を
家
集
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
『
衛
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
は
、
重
責
元
年
（
一
二
二
九
）
藤
原
 
 

為
家
に
よ
っ
て
催
さ
れ
た
百
首
で
あ
る
。
為
豪
家
百
首
は
、
二
十
五
人
の
歌
人
 
 

が
出
詠
L
て
い
る
が
、
百
首
歌
の
完
全
な
形
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
家
 
 

隆
と
頚
髄
の
も
の
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
ヨ
、
竣
成
卿
女
の
作
も
、
家
集
に
載
せ
ら
 
 

れ
て
い
る
t
一
十
四
肯
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 
 

寛
吉
元
年
は
、
俊
成
卿
女
が
六
十
歳
の
頃
で
あ
り
、
そ
の
前
年
に
は
、
彼
女
 
 

は
嵯
峨
に
牒
模
し
て
い
る
。
そ
の
嵯
峨
隠
棲
壊
の
歌
で
あ
る
 
『
衛
門
の
皆
の
殿
 
 

へ
の
召
首
』
か
ら
、
倭
成
卿
女
は
、
春
田
首
、
夏
山
首
、
秋
七
百
、
冬
三
首
、
 
 

恋
七
首
、
推
二
首
の
二
十
四
百
を
家
集
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
家
集
に
は
、
歌
壇
に
登
場
し
た
ば
か
り
の
頃
の
、
妓
女
の
初
 
 

期
の
百
首
で
あ
る
 
『
千
五
百
番
百
首
』
と
、
嵯
峨
隠
棲
後
の
百
雷
で
あ
る
『
衛
 
 

門
の
皆
の
殿
へ
の
百
首
』
と
が
選
じ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

本
稿
で
は
、
『
康
成
卿
女
家
集
』
中
の
 
『
千
五
首
番
百
首
』
と
 
『
衝
門
の
督
 
 

の
殿
へ
の
百
首
』
と
を
比
較
し
、
そ
れ
を
通
L
て
、
俊
成
卿
女
が
ど
の
よ
う
な
 
 

意
識
を
ら
っ
て
自
分
の
家
集
に
歌
巷
選
び
出
L
た
の
か
を
考
察
す
る
。
 
 

次
頁
以
下
に
挙
げ
る
の
が
、
家
実
に
遷
し
入
れ
ら
れ
た
 
『
千
五
首
番
百
首
』
 
 

と
『
衛
門
の
菅
の
殿
へ
の
百
首
』
と
の
作
で
あ
る
宮
。
上
段
が
『
干
五
百
番
百
 
 

首
』
、
下
段
が
『
衛
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
で
あ
る
。
概
ね
京
菜
の
順
に
掲
 
 

げ
る
が
、
特
に
歌
題
や
詠
み
方
が
似
て
い
る
歌
が
あ
る
場
合
は
、
上
・
下
段
で
 
 

対
応
さ
せ
て
示
す
。
 
 

『
千
五
百
番
百
舌
』
 
『
衛
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
、
共
に
一
首
冒
は
初
春
 
 

の
歌
で
あ
る
。
『
千
五
百
番
古
苫
』
の
歌
（
5
番
）
 
は
、
春
風
が
「
開
け
や
ら
 
 

ぬ
谷
の
戸
を
吹
き
過
ぎ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
『
衛
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
 
 

（
5
5
番
）
は
、
春
の
雪
解
け
の
水
が
「
氷
閉
ぢ
た
る
柴
の
戸
」
を
漏
っ
て
通
っ
 
 

て
き
た
と
い
う
歌
で
あ
る
。
「
聞
け
や
ら
ぬ
」
に
対
し
て
「
閉
ぢ
た
る
」
、
「
 
 
 



∧
U
 
2
 
 

田
 
 

永
 
 

ほ
 
松
島
や
小
島
が
磯
に
寄
る
浪
の
月
の
氷
に
千
鳥
鳴
く
な
り
 
 

恋
 
 

山
 
風
吹
け
ば
L
の
に
乱
る
る
刈
萱
も
夕
は
分
き
て
露
こ
ぼ
れ
け
り
 
 

1
1
 
月
見
ば
と
額
め
し
秋
の
夜
も
す
が
ら
ま
た
恨
め
し
く
祷
つ
衣
か
な
 
 

9
 
秋
風
に
外
山
の
鹿
は
声
立
て
て
露
吹
き
結
ぷ
小
野
の
浅
芽
生
 
 

冬
 
 

夏
 
 

6
 
沢
水
に
秋
風
近
し
行
く
蛍
迷
ふ
光
も
か
げ
乱
れ
つ
つ
 
 

7
 
岩
た
た
く
谷
の
下
水
書
分
け
て
む
す
ば
ぬ
抽
ぞ
ま
だ
き
涼
し
き
 
 

秋
 
 

8
 
葎
は
ふ
宿
と
は
分
か
ず
秋
は
来
て
心
尽
し
に
月
ぞ
洩
り
く
る
 
 

千
五
首
番
百
首
の
中
 
 

春
 
 

5
 
開
け
や
ら
ぬ
谷
の
戸
過
ぐ
る
春
風
に
ま
づ
誘
は
る
る
鸞
の
声
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秋
 
 

月
か
げ
も
思
ひ
あ
ら
ば
と
洩
り
初
め
て
葎
の
宿
に
秋
は
来
に
け
り
 
 

挑
む
れ
ば
空
や
は
変
は
る
秋
の
月
見
し
世
を
映
せ
袖
の
一
握
に
 
 

今
は
と
て
背
く
う
き
世
を
仮
の
庵
に
秋
は
曇
ら
ぬ
月
の
み
ぞ
す
む
 
 

訪
へ
か
し
な
浅
芽
吹
き
越
す
秋
風
に
独
り
砕
く
る
霜
の
枕
を
 
 

見
し
人
も
亡
き
が
数
添
ふ
世
の
中
に
あ
ら
ま
L
か
ば
の
秋
の
夕
暮
れ
 
 

松
風
に
契
り
し
秋
も
更
け
ぬ
と
や
伏
見
の
里
に
衣
播
つ
ら
む
 
 

言
の
葉
も
枯
れ
ゆ
く
小
野
の
浅
芽
生
と
な
れ
る
離
の
秋
の
色
か
な
 
 

冬
 
 

時
雨
つ
つ
冬
は
来
に
け
り
秋
風
の
払
ひ
捨
て
た
る
蓮
生
の
宿
 
 

真
木
の
崖
の
寵
降
る
夜
の
夢
よ
り
も
う
き
世
を
覚
ま
せ
四
方
の
木
枯
 
 

寒
え
わ
た
る
小
鳥
の
浪
の
月
か
げ
を
氷
に
映
す
海
女
の
抽
か
な
 
 

恋
 
 
 

衛
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
 
 

春
 
 

い
か
に
し
て
水
間
ぢ
た
る
柴
の
戸
に
漏
り
く
る
春
の
苔
の
下
水
 
 

武
蔵
野
の
草
の
ゆ
か
り
に
鳴
く
雉
子
春
は
昔
の
妻
な
ら
ね
ど
も
 
 

霜
な
が
ら
董
菜
摘
み
に
と
な
け
れ
ど
も
野
を
懐
か
し
み
濡
る
る
抽
か
な
 
 

風
に
散
る
花
ゆ
ゑ
悲
し
移
り
ゆ
く
色
は
む
な
L
と
背
く
世
な
れ
ど
 
 

夏
 
 

忍
ば
じ
な
我
も
苦
の
夕
ま
ぐ
れ
花
橘
に
風
は
過
ぐ
ら
む
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谷
の
戸
」
 
に
対
し
て
 
「
柴
の
戸
」
と
い
う
よ
う
に
、
言
葉
の
使
い
方
も
対
照
的
 
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
内
容
に
は
、
明
ら
か
に
違
い
が
見
ら
れ
 
 

る
。
『
千
五
百
番
百
首
』
 
の
歌
は
、
「
開
け
や
ら
ぬ
谷
の
戸
」
を
吹
き
通
ぎ
て
 
 

き
た
春
風
に
、
待
っ
て
い
ま
し
た
と
ば
か
り
に
先
ず
真
っ
先
に
誘
い
出
さ
れ
て
 
 

さ
え
ず
る
璧
で
あ
る
よ
と
、
そ
の
歌
は
春
が
来
た
喜
び
に
満
ち
て
い
る
が
、
『
 
 

衛
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
 
で
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
、
「
水
間
ぢ
た
る
 
 

柴
の
戸
」
 
で
あ
る
我
が
家
に
、
訪
れ
る
者
も
な
く
す
っ
か
り
苔
む
し
て
し
ま
っ
 
 

た
庭
を
通
っ
て
、
そ
れ
で
も
春
を
告
げ
る
雪
解
け
水
が
漏
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
、
 
 

と
歌
っ
て
い
る
。
「
い
か
に
し
て
」
と
、
老
い
た
我
が
身
に
も
訪
れ
た
春
を
不
 
 

審
に
思
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
両
者
の
問
で
、
同
じ
初
春
の
歌
を
、
同
じ
よ
 
 

う
な
言
葉
を
用
い
な
が
ら
詠
ん
で
い
て
も
、
内
容
も
、
そ
し
て
歌
に
込
め
ら
れ
 
 

て
い
る
心
も
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
衛
門
の
菅
の
殿
へ
の
百
首
』
先
番
の
歌
は
、
『
伊
勢
物
語
』
′
長
の
、
 
 

持
 
知
ら
ぎ
り
さ
む
す
ば
ぬ
水
に
か
げ
見
て
も
袖
に
雫
の
か
か
る
も
の
と
は
 
 

国
 
夏
衣
薄
く
や
人
の
な
り
ぬ
ら
む
空
蝉
の
昔
に
濡
る
る
抽
か
な
 
 

1
5
 
見
る
ほ
ど
ぞ
し
ば
し
慰
む
嘆
き
つ
つ
寝
ぬ
夜
の
空
の
有
明
の
月
 
 

1
6
 
清
見
潟
う
き
寝
の
浪
に
宿
る
夜
は
月
に
心
の
と
ま
る
な
り
け
り
 
 

け
 
思
ひ
寝
の
夢
の
梓
橋
途
絶
え
し
て
覚
む
る
枕
に
消
ゆ
る
面
か
げ
 
 

ほ
 
漕
ぎ
離
れ
ゆ
く
月
か
げ
ぞ
哀
れ
な
る
虫
明
け
の
松
の
風
の
苦
か
な
 
 

ほ
 
漕
ぎ
離
れ
ゆ
く
月
か
げ
ぞ
哀
れ
な
る
虫
明
け
の
松
の
風
の
書
か
な
 
 

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
 
 

（
第
四
段
）
 
 

武
蔵
野
は
今
日
は
な
暁
さ
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
わ
れ
も
こ
も
れ
り
 
 

（
第
十
二
段
）
 
 

な
ど
の
歌
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
今
年
の
春
は
、
も
う
昔
の
よ
う
に
あ
 
 

な
た
の
妻
で
は
な
い
け
れ
ど
、
今
ま
で
共
に
過
ご
し
た
武
蔵
野
の
草
の
ゆ
か
り
 
 

を
思
っ
て
雉
子
が
鳴
い
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
続
く
5
7
番
も
、
露
の
申
 
 

を
す
み
れ
を
摘
み
に
行
っ
た
か
ら
で
は
な
い
け
れ
ど
、
野
を
懐
か
し
ん
で
濡
れ
 
 

る
抽
で
あ
る
こ
と
よ
、
と
あ
る
。
謁
番
の
 
「
武
蔵
野
の
草
の
ゆ
か
り
に
鳴
く
」
 
 

5
7
番
の
 
「
野
を
懐
か
し
み
濡
る
る
抽
」
と
、
二
首
と
も
に
懐
旧
の
涙
が
詠
ま
れ
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
弼
番
の
歌
は
、
移
ろ
い
散
っ
て
し
ま
う
花
が
む
な
し
い
と
 
 

背
い
た
世
な
の
に
、
風
に
散
る
花
を
見
る
と
や
は
り
悲
し
い
、
と
あ
る
。
「
移
 
 

り
ゆ
く
色
は
む
な
L
」
と
、
俗
世
へ
の
締
急
が
認
め
ら
れ
る
。
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恨
め
し
や
思
ふ
心
を
か
す
め
て
も
お
ぼ
ろ
に
映
す
春
の
月
か
げ
 
 

L
る
べ
せ
よ
海
女
の
小
舟
の
便
り
に
も
そ
な
た
の
風
の
跡
の
白
浪
 
 

慣
れ
′
1
て
あ
き
に
あ
ふ
ぎ
を
お
く
霜
の
色
も
恨
め
し
閻
の
月
か
げ
 
 

や
す
ら
ひ
に
出
に
し
ま
ま
の
天
の
戸
を
押
し
あ
け
方
の
月
に
任
せ
て
 
 

干
し
詫
び
ぬ
海
女
の
刈
る
藻
に
塩
垂
れ
て
我
か
ら
か
か
る
抽
の
う
ら
浪
 
 

恩
ひ
出
よ
朝
倉
山
の
嶺
の
月
よ
そ
の
雲
間
に
か
げ
は
絶
ゆ
ら
む
 
 

朽
ち
に
け
り
変
は
る
契
り
の
末
の
松
ま
つ
に
浪
越
す
抽
の
手
枕
 
 

雑
 
 

旅
衣
来
つ
つ
慣
れ
て
も
霜
深
き
宮
城
原
の
秋
の
月
か
げ
 
 

浪
の
上
の
月
の
行
方
に
漕
ぎ
別
れ
漂
ふ
舟
の
世
の
習
ひ
か
な
 
 



つ
」
 
 

つ
」
 
 

田
 
 

永
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
『
千
五
百
番
百
首
』
の
春
の
歌
か
ら
は
、
初
春
の
言
び
を
詠
 
 

ん
だ
歌
が
家
集
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
衛
門
の
皆
の
殿
へ
の
百
首
』
 
の
春
 
 

の
軟
か
ら
は
、
老
い
の
身
に
も
訪
れ
た
春
を
訝
し
ん
で
い
る
歌
、
「
草
の
ゆ
か
 
 

り
」
や
「
野
を
懐
か
し
」
ん
で
懐
旧
の
涙
に
く
れ
て
い
る
歌
、
「
移
り
ゆ
く
色
 
 

は
む
な
し
」
と
、
世
を
背
い
た
歌
な
ど
、
老
い
や
締
念
を
歌
っ
た
歌
が
家
集
に
 
 

入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

真
の
部
は
、
ど
の
歌
も
表
現
や
用
語
の
点
で
特
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
 
 

な
い
。
『
千
五
首
番
百
首
』
 
の
歌
 
（
6
・
7
番
）
 
は
、
二
首
と
も
、
秋
風
を
感
 
 

じ
る
晩
夏
の
歌
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
 
『
衛
門
の
督
の
殿
へ
の
宵
宮
』
 
の
歌
 
 

（
門
番
）
は
花
橘
を
詠
ん
だ
歌
で
、
晩
夏
の
歌
で
は
な
い
が
、
そ
の
歌
は
 
『
古
 
 

今
集
』
 
の
本
歌
に
よ
っ
て
 
「
花
橘
」
 
「
苫
」
と
詠
ん
で
い
る
。
『
南
門
の
督
の
 
 

殿
へ
の
百
首
』
 
の
歌
は
、
夏
の
歌
で
も
老
い
、
懐
旧
の
歌
に
な
っ
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
り
 
 
 

『
千
五
百
番
百
舌
』
8
番
の
敦
と
、
『
衛
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
訂
番
の
 
 

歌
は
、
秋
の
一
首
目
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
本
歌
と
L
て
、
8
番
の
歌
は
 
 

木
の
ま
よ
り
も
り
く
る
月
の
影
み
れ
ば
心
づ
く
し
の
秋
は
来
に
け
り
 
 

∧
古
今
集
・
秋
上
・
一
八
四
・
不
知
∨
貫
 
 

の
歌
を
、
そ
し
て
甜
番
の
歌
は
 
 

や
へ
む
ぐ
ら
し
げ
れ
る
や
ど
の
さ
び
し
き
に
人
こ
そ
見
え
ね
秋
は
き
に
け
 
 

り
 
 

∧
拾
遺
集
・
秋
・
一
四
〇
・
恵
慶
V
ヨ
 
 

思
ひ
あ
ら
ば
葎
の
宿
に
産
も
し
な
ん
ひ
じ
き
も
の
に
は
抽
を
し
つ
1
も
 
 

∧
伊
勢
物
語
第
三
段
∨
 
 

の
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
垂
る
。
 
 
 

両
歌
と
も
、
「
葎
の
宿
」
 
「
月
洩
る
」
 
「
秋
来
」
と
同
じ
言
葦
毛
使
い
、
同
 
 

ヒ
初
秋
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
「
葎
が
生
い
茂
っ
て
、
誰
の
訪
れ
も
な
い
宿
と
 
 

は
わ
か
ら
な
い
で
や
っ
て
来
た
秋
」
 
（
8
番
）
と
「
葎
の
宿
を
哀
れ
に
思
う
の
 
 

で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
月
影
だ
け
で
も
訪
れ
を
し
よ
う
と
や
っ
て
来
た
秋
」
 
（
‖
山
 
 

番
）
と
、
ど
ち
ら
も
、
荒
れ
果
て
た
住
居
と
秋
の
月
の
や
わ
ら
か
な
光
と
が
詠
 
 

ま
れ
て
い
る
が
、
『
拾
遺
集
』
の
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
m
‖
番
の
歌
は
、
葎
が
 
 

生
い
茂
る
宿
の
寂
し
さ
と
、
人
の
訪
れ
が
な
い
か
わ
り
に
月
が
訪
れ
る
と
い
う
 
 

寂
し
さ
の
た
め
に
、
8
番
の
歌
か
ら
は
感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
 
「
老
い
」
と
 
 

い
う
も
の
巷
感
じ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

6
1
番
の
歌
に
は
、
無
常
感
が
溢
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
見
し
世
を
映
せ
抽
の
 
 

涙
に
」
と
、
懐
旧
の
涙
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
「
眺
む
れ
ば
空
や
は
変
は
る
」
と
 
 

反
語
で
詠
ん
で
い
る
そ
の
真
に
は
、
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
わ
が
身
で
あ
る
 
 

と
い
う
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
老
い
の
無
常
を
詠
ん
だ
歌
な
の
で
あ
る
。
6
2
 
 

番
の
歌
は
、
「
今
は
と
て
背
く
う
き
世
」
と
、
俗
世
を
背
い
た
こ
と
を
詠
ん
だ
 
 

歌
で
あ
る
。
即
番
の
歌
で
は
、
誰
も
訪
れ
て
は
く
れ
ず
、
1
人
涙
し
て
い
る
こ
 
 

の
身
を
訪
れ
て
欲
し
い
と
訴
え
て
い
る
。
一
首
中
の
ど
こ
に
も
、
特
に
老
い
を
 
 

眉
わ
せ
る
言
責
は
な
い
が
、
誰
の
訪
れ
も
な
い
老
い
の
身
を
詠
ん
だ
歌
と
み
る
 
 

こ
と
も
で
き
る
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
。
糾
番
の
歌
は
、
「
見
し
人
も
亡
き
が
数
添
 
 

ふ
」
と
、
老
い
を
詠
ん
で
い
る
。
 
 

『
千
五
百
番
百
首
』
1
1
番
の
歌
と
、
『
衛
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
詐
番
の
 
 

歌
と
は
、
共
に
積
衣
の
歌
で
あ
る
。
「
月
が
出
た
な
ら
ば
や
っ
て
来
よ
う
と
頼
 
 

み
に
さ
せ
た
秋
の
一
晩
中
を
待
ち
続
け
た
」
1
1
番
の
歌
と
、
「
待
っ
て
い
る
か
 
 

ら
と
約
束
与
し
た
、
そ
の
秋
が
更
け
て
L
ま
っ
た
」
防
番
の
歌
と
を
比
べ
る
と
、
 
 

月
が
出
た
な
ら
垂
っ
と
来
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
一
夜
ず
つ
巷
待
っ
て
い
 
 

た
頃
と
、
も
う
一
夜
ず
つ
を
待
つ
期
待
も
な
く
一
秋
中
を
待
ち
続
け
て
い
る
、
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と
い
う
歌
と
の
対
比
が
見
ら
れ
る
。
 
 
 

『
千
五
百
番
百
首
』
9
番
の
歌
と
、
『
南
門
の
菅
の
殿
へ
の
百
首
』
師
番
の
 
 

歌
と
は
、
共
に
「
小
野
の
浅
芽
生
」
巷
詠
ん
だ
歌
だ
が
、
9
番
で
は
「
外
山
の
 
 

鹿
は
声
た
て
」
て
い
る
の
に
対
し
、
「
言
の
革
も
枯
れ
ゆ
く
」
防
番
歌
に
は
、
 
 

無
言
の
寂
し
い
秋
を
送
っ
て
い
る
老
い
の
身
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
 
 
 

冬
の
部
で
は
、
『
千
五
百
番
百
首
』
止
番
と
、
『
衛
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
 
 

拍
番
と
は
、
「
小
島
の
浪
」
を
詠
ん
で
い
る
。
ど
ち
ら
も
、
波
に
映
る
月
を
氷
 
 

に
見
立
て
て
、
冴
え
た
美
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
が
、
『
南
門
の
督
の
殿
へ
の
 
 

百
百
』
は
、
そ
の
月
を
さ
ら
に
 
「
海
女
の
抽
の
痙
」
に
宿
ら
せ
て
、
冴
え
ぐ
 
 

と
L
た
真
に
艶
を
添
え
て
い
る
。
 
 

以
上
、
俊
成
卿
女
が
家
集
に
選
じ
入
れ
た
『
千
五
百
番
百
百
』
と
『
衛
門
の
 
 

皆
の
殿
へ
の
百
首
』
の
季
の
部
を
見
て
き
た
が
、
『
衡
門
甲
督
の
殿
へ
の
百
首
』
 
 

に
は
、
老
い
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
『
千
五
百
番
百
 
 

官
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
歌
が
な
い
こ
と
、
ま
た
、
歌
壇
に
登
場
し
た
ば
か
り
 
 

の
噴
に
詠
ん
だ
『
千
五
百
番
百
舌
』
と
、
そ
れ
か
ら
約
三
十
年
の
間
、
歌
人
と
 
 

し
て
の
経
顔
を
積
ん
だ
『
南
門
の
皆
の
殿
へ
の
百
首
』
と
で
は
、
同
じ
言
葉
を
 
 

使
っ
て
歌
を
詠
ん
で
い
て
も
、
一
首
か
ら
詠
み
取
れ
る
歌
の
趣
や
重
さ
が
違
う
 
 

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
 
 

次
に
、
恋
の
部
を
見
て
み
る
。
 
 
 

募
集
中
の
 
『
千
五
百
番
百
首
』
恋
の
部
の
一
首
日
（
n
番
）
は
、
ま
だ
手
に
 
 

結
ぶ
こ
と
き
え
し
て
い
な
い
水
に
映
っ
た
面
影
を
恋
慕
っ
て
疲
す
る
初
恋
の
歌
 
 

で
あ
る
。
続
く
良
否
の
歌
で
は
、
恋
人
の
愛
情
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
 
 

い
か
と
い
う
危
臭
を
「
薄
く
や
人
の
な
り
ぬ
ら
む
」
と
い
う
僚
問
で
表
現
L
て
 
 

い
る
。
H
番
に
見
ら
れ
た
初
恋
の
転
が
、
恋
人
の
愛
情
を
疑
う
疑
問
の
雇
に
転
 
 

じ
て
い
る
。
1
5
番
の
歌
は
、
恋
人
が
訪
れ
ず
、
嘆
き
な
が
ら
寝
た
夜
の
有
明
の
 
 

月
を
慰
め
と
し
て
い
る
と
、
H
番
で
の
疑
問
が
嘆
き
に
変
わ
り
、
続
く
脂
番
の
 
 

歌
と
と
も
に
、
月
に
慰
め
を
求
め
る
心
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
1
7
番
は
、
恋
人
を
 
 

思
い
な
が
ら
寝
て
夢
巷
見
た
、
そ
の
夢
の
中
で
恋
人
と
自
分
と
を
つ
な
い
で
い
 
 

た
梓
橋
が
途
絶
え
て
し
ま
い
、
目
覚
め
る
と
同
時
に
恋
人
の
面
影
ま
で
が
は
か
 
 

な
く
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
歌
で
あ
る
。
「
途
絶
え
し
て
」
 
「
消
ゆ
る
面
影
」
 
 

と
、
恋
の
終
焉
を
暗
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
最
後
の
描
番
の
歌
は
、
 
 

海
上
で
、
月
に
漕
ぎ
離
れ
て
ゆ
く
歌
で
あ
る
。
1
5
番
、
旭
番
の
歌
で
は
、
月
は
 
 

恋
の
嘆
き
を
慰
め
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
1
7
番
の
 
 

歌
で
恋
の
終
焉
を
暗
示
し
た
後
の
惜
番
の
歌
は
、
そ
の
月
に
 
「
漕
ぎ
離
れ
」
て
 
 

ゆ
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
家
集
中
『
干
五
百
番
百
首
』
 
の
恋
の
部
で
は
、
初
恋
1
疑
問
 
 

1
嘆
き
↓
恋
の
終
焉
と
、
恋
の
進
行
に
し
た
が
っ
て
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
。
 
 

『
衛
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
 
で
も
、
同
様
に
、
恋
の
進
行
に
従
っ
て
歌
が
 
 

詠
ま
れ
て
い
る
。
 
 

一
首
目
（
Ⅷ
番
）
 
は
、
恋
心
を
ほ
の
め
か
せ
て
も
、
相
手
の
返
事
が
、
春
の
 
 

購
月
の
光
の
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
と
し
か
返
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
「
恨
め
し
や
」
 
 

と
言
っ
て
い
る
。
「
思
ふ
心
を
か
す
め
」
る
初
恋
の
歌
で
あ
る
。
続
く
H
番
で
 
 

は
、
「
海
女
の
小
舟
」
の
よ
う
に
、
独
り
あ
て
も
な
く
漂
っ
て
い
る
自
分
に
、
 
 

せ
め
て
男
が
去
っ
た
後
に
立
つ
白
波
の
跡
を
道
し
る
べ
と
し
て
残
し
て
欲
し
い
 
 

と
訴
え
て
い
る
。
花
番
で
は
、
独
り
寝
の
涙
を
照
ら
す
、
閻
に
射
す
月
の
光
を
 
 

さ
え
「
恨
め
し
」
と
言
い
、
門
番
で
は
、
明
け
方
出
て
い
っ
た
ま
ま
、
そ
の
後
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訪
れ
が
な
い
男
の
代
わ
り
に
、
明
け
方
の
月
の
光
が
そ
の
靡
か
ら
射
し
込
む
に
 
 

任
せ
て
い
る
と
詠
ん
で
い
る
。
続
い
て
、
7
4
番
で
は
恨
み
の
涙
を
流
し
、
苫
番
 
 

で
は
「
思
ひ
出
よ
」
と
男
に
訴
え
る
が
、
指
番
に
至
っ
て
、
つ
い
に
 
「
い
つ
ま
 
 

で
も
」
と
誓
っ
た
約
束
も
変
わ
り
、
手
枕
に
し
た
自
分
の
抽
が
涙
で
朽
ち
て
し
 
 

ま
う
の
で
あ
る
。
朽
ち
て
し
ま
う
の
は
抽
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
初
句
の
 
「
 
 

朽
ち
に
け
り
」
は
、
恋
の
終
わ
り
を
暗
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
 
 

よ
う
に
、
『
衛
門
の
菅
の
殿
へ
の
百
首
』
恋
の
部
も
、
『
千
五
百
番
百
首
』
同
 
 

様
、
初
恋
か
ら
、
男
に
忘
れ
ら
れ
て
い
く
悲
し
み
、
独
り
寝
の
嘆
垂
、
そ
し
て
 
 

恋
の
終
わ
り
と
配
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
初
恋
か
ら
恋
の
終
わ
り
へ
と
、
同
じ
 
 

よ
う
に
恋
が
進
行
L
て
い
る
 
『
千
五
首
番
百
首
』
 
の
恋
と
『
南
門
の
菅
の
殿
へ
 
 

の
百
苫
』
の
恋
と
に
ほ
、
ま
っ
た
く
同
等
、
同
質
の
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
わ
け
 
 

で
は
な
い
。
 
 
 

『
千
五
百
番
百
首
』
 
で
の
初
恋
（
門
番
）
 
は
、
「
む
す
ば
ぬ
水
に
影
」
を
見
 
 

た
だ
け
で
、
恋
の
痍
で
抽
を
濡
ら
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
百
分
に
 
 

「
知
ら
ぎ
り
さ
」
と
、
新
鮮
な
驚
き
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
簡
 
 

門
の
皆
の
殿
へ
の
百
首
』
 
（
刊
番
）
 
で
は
、
「
思
ふ
心
を
か
す
め
」
る
と
い
う
 
 

手
段
を
も
、
適
事
を
ぼ
や
か
す
男
に
「
恨
め
L
や
」
と
恨
み
を
か
け
る
こ
と
も
 
 

知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
衛
門
の
督
の
麒
へ
の
百
首
』
 
で
は
、
だ
ん
 
 

だ
ん
疎
遠
に
な
る
男
に
対
し
て
、
「
し
る
べ
せ
よ
」
 
（
7
1
番
）
、
「
思
ひ
出
よ
」
 
 

（
市
番
）
と
、
二
度
も
訴
え
を
L
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
命
令
形
初
句
切
れ
の
、
 
 

非
常
に
強
い
言
い
方
で
あ
る
。
ま
さ
に
必
死
の
思
い
を
訴
え
て
い
る
。
こ
の
よ
 
 

う
な
訴
え
は
、
『
千
五
百
舌
百
首
』
 
に
ほ
見
え
な
い
。
『
千
五
百
番
百
首
』
 
で
 
 

の
 
「
女
」
は
、
遠
ぎ
か
る
男
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
悲
し
み
に
身
 
 

を
任
せ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
『
千
五
百
番
百
首
』
 
の
恋
と
 
『
衛
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
 
 

の
恋
と
で
は
、
表
現
や
訴
え
方
に
遭
い
が
あ
る
。
特
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
恋
の
歌
 
 

を
詠
み
比
べ
て
み
て
興
味
深
い
こ
と
は
、
「
月
」
の
読
み
方
の
差
異
で
あ
る
。
 
 
 

『
干
五
首
番
百
首
』
で
は
、
「
見
る
程
ぞ
し
ば
し
慰
む
」
 
（
指
番
）
 
「
月
に
 
 

心
の
と
ま
る
」
 
（
ほ
番
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
月
」
は
嘆
き
を
癒
し
て
く
れ
る
 
 

も
の
で
あ
っ
た
。
L
か
し
、
『
南
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
花
番
歌
は
、
月
に
 
 

照
ら
さ
れ
て
輝
く
涙
の
色
も
恨
め
L
い
、
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
孤
闇
 
 

に
月
の
光
な
ど
射
さ
ず
と
も
よ
い
、
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
 
 

こ
の
歌
の
 
「
女
」
に
は
月
の
慰
め
な
ど
い
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
月
」
は
確
か
 
 

に
人
の
心
を
慰
め
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
『
南
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
 
 

を
詠
ん
だ
時
の
俊
成
卿
女
に
は
、
い
く
ら
慰
め
ら
れ
て
も
、
結
局
そ
れ
は
何
の
 
 

解
決
に
も
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
骨
身
に
し
み
て
わ
か
っ
て
い
た
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

竣
成
卿
女
の
人
生
経
験
の
違
い
と
で
も
い
う
ペ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
恋
の
 
 

歌
に
お
い
て
も
、
『
千
五
百
番
百
首
』
を
詠
ん
だ
時
の
俊
成
卿
女
と
、
『
衛
門
 
 

の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
を
詠
ん
で
い
る
俊
成
卿
女
と
の
聞
に
、
歌
の
表
現
や
訴
 
 

え
方
に
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 

両
百
首
歌
の
最
終
の
歌
は
、
海
上
で
月
に
漕
ぎ
別
れ
て
い
く
歌
で
あ
る
亘
。
 
 

だ
ん
だ
ん
離
れ
て
い
く
月
の
光
を
「
哀
れ
」
と
思
う
『
千
五
百
番
百
首
』
の
肥
 
 

番
の
故
に
対
し
て
、
『
南
門
の
督
の
殿
へ
の
百
首
』
の
摺
古
歌
は
、
我
が
身
を
 
 

「
療
ふ
舟
」
に
な
ぞ
ら
え
、
「
浪
の
上
の
月
影
に
漕
ぎ
別
れ
て
漂
」
 
っ
て
い
る
 
 

状
態
を
 
「
世
の
習
ひ
」
と
言
っ
て
い
る
。
彼
女
は
、
結
婚
後
数
年
に
し
て
夫
適
 
 

具
と
別
居
し
た
。
閥
番
歌
は
、
克
と
別
れ
た
後
、
歌
人
と
し
て
独
り
で
生
き
て
 
 

き
た
俊
成
卿
女
の
、
自
分
の
山
生
を
振
り
返
っ
て
の
感
想
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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以
上
、
『
康
成
卿
女
家
集
』
中
の
 
『
千
五
百
番
百
首
』
と
 
『
衛
門
の
菅
の
殿
 
 

へ
の
百
首
』
と
を
比
較
し
て
み
た
。
両
者
の
間
に
は
、
配
列
の
面
で
も
、
各
歌
 
 

の
歌
の
題
材
の
面
で
も
、
共
通
性
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
百
首
を
み
て
い
 
 

く
と
、
俊
成
卿
女
が
各
百
首
か
ら
の
撰
歌
に
際
L
、
そ
れ
ぞ
れ
の
百
首
を
対
比
 
 

さ
せ
る
よ
う
意
識
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
き
そ
う
で
あ
る
。
L
か
も
、
そ
の
対
 
 

比
は
、
単
に
歌
の
題
材
や
詠
み
方
が
似
て
い
る
と
い
う
規
似
歌
の
対
比
に
と
ど
 
 

ま
ら
ず
、
同
じ
題
材
、
同
じ
よ
う
な
詠
み
方
与
し
て
い
る
歌
を
、
俊
成
卿
女
が
 
 

歌
壇
に
登
場
し
た
ば
か
り
の
若
い
頓
に
詠
ん
だ
歌
と
、
隠
棲
後
の
 
「
老
い
」
を
 
 

意
識
し
た
歌
と
で
意
識
的
に
対
比
さ
せ
て
配
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

『
俊
成
卿
女
家
集
』
中
の
 
『
千
五
百
番
百
首
』
、
『
衛
門
の
菅
の
殿
へ
の
百
 
 

首
』
 
の
二
つ
の
百
首
歌
か
ら
選
じ
入
れ
た
歌
か
ら
は
、
『
千
五
百
番
百
首
』
を
 
 

詠
ん
だ
初
期
の
頃
の
自
分
の
歌
と
、
出
家
・
隠
棲
後
の
 
『
衛
門
の
菅
の
穀
へ
の
 
 

百
首
』
の
歌
と
の
両
方
を
対
比
さ
せ
て
家
集
を
編
も
う
、
と
い
う
俊
成
卿
女
の
 
 

家
集
自
探
時
の
意
図
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
は
、
森
本
氏
の
言
わ
れ
る
と
お
り
亘
、
『
俊
成
卿
女
家
集
』
 
に
お
け
る
 
 

「
古
え
と
今
と
の
対
比
」
 
の
一
つ
の
表
れ
で
も
あ
る
。
そ
の
 
「
古
え
」
と
 
「
今
」
 
 

と
の
対
比
も
、
単
な
る
時
間
の
対
比
で
は
な
く
、
俊
成
卿
女
の
心
情
面
で
の
 
「
 
 

古
え
」
と
 
「
今
」
、
つ
ま
り
、
若
く
華
や
い
で
い
た
 
「
古
え
」
に
対
す
る
「
老
 
 

い
」
を
認
識
し
た
 
「
今
」
と
い
う
意
図
を
認
め
て
も
、
大
き
な
誤
り
に
は
な
る
 
 

ま
い
。
 
 

〔
往
〕
 
 

（
1
）
森
本
元
子
氏
著
『
俊
成
卿
女
の
研
究
』
 
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
、
桜
 
 

楓
社
刊
）
第
七
草
 
俊
成
卿
女
家
集
の
形
態
と
成
立
。
 
 

（
2
）
同
右
。
 
 

（
3
）
 
『
俊
成
卿
女
の
研
究
』
第
八
幸
 
便
成
卿
女
家
集
論
。
 
 

（
4
）
 
『
俊
成
卿
女
家
集
』
の
底
本
は
、
森
本
元
子
氏
編
著
『
俊
成
卿
女
全
歌
 
 

集
』
 
（
昭
和
四
十
1
年
五
月
 
武
蔵
野
書
院
刊
）
 
に
よ
る
。
な
お
、
本
 
 

稿
で
引
用
し
た
歌
に
は
、
適
宜
漢
字
を
あ
て
た
。
 
 

（
5
）
引
用
の
 
『
伊
勢
物
語
』
は
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。
 
 

（
6
）
 
（
7
）
引
用
の
 
『
古
今
集
』
 
『
拾
遺
集
』
は
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
 
に
 
 

よ
る
。
 
 

（
8
）
 
『
千
五
百
番
百
舌
』
1
B
番
の
歌
は
、
『
千
五
百
番
歌
会
』
で
は
雑
の
部
 
 

立
て
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
俊
成
卿
女
家
集
』
で
は
、
恋
の
部
に
配
さ
 
 

れ
て
い
る
。
 
 

（
9
）
 
『
俊
成
卿
女
の
研
究
』
第
八
章
 
俊
成
卿
女
京
菜
論
。
 
 

本
稿
は
、
平
成
元
年
度
筑
波
大
学
教
育
研
究
科
修
士
論
文
の
一
部
で
あ
る
。
 
 

修
士
論
文
を
書
く
に
あ
た
り
、
貴
重
な
御
助
言
を
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
に
厚
 
 

く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
 
 

（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
研
究
科
研
究
生
）
 
 
 


