
(
1
)
 

『
新
勅
撰
和
歌
集
』
（
以
下
『
新
勅
撰
集
』
と
略
す
。
）
巻
第
十
七
雑
歌

ニ
に
は
、
次
の
よ
う
な
詞
書
を
持
つ
歌
が
あ
る
。

寿
永
二
年
、
お
ほ
か
た
の
世
し
づ
か
な
ら
ず
侍
し
こ
ろ
、
よ
み

を
き
て
侍
け
る
歌
を
、
定
家
が
も
と
に
つ
か
は
す
と
て
、
つ
A

み

が

み

に

か

き

つ

け

侍

し

平

行

盛

二
蒜
な
が
れ
て
の
名
だ
に
も
と
ま
れ
ゆ
く
み
づ
の
あ
は
れ
は
か
な
き
身

は
き
え
ぬ
と
も

詞
書
に
あ
る
「
寿
永
二
年
」
と
は
、
源
平
の
争
乱
の
た
だ
中
で
あ
り
、

平
氏
の
都
落
ち
の
年
で
あ
る
。
行
盛
が
都
落
ち
に
際
し
て
定
家
に
詠
草
を

送
っ
た
こ
と
は
『
平
家
物
語
』
延
慶
本
・
長
門
本
・
源
平
盛
衰
記
・
南
都

本
の
諸
本
に
見
え
、
そ
れ
ら
の
本
に
は
、
こ
の
行
盛
歌
が
『
新
勅
撰
集
』

に
採
録
さ
れ
た
い
き
さ
つ
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
延
慶
本
に
は
、
俊
成
が

『
千
載
集
』
に
忠
度
歌
を
「
読
人
不
知
」
と
し
て
入
れ
た
こ
と
を
定
家
が

「
ヨ
ニ
心
ウ
ク
念
ナ
キ
事
二
覚
シ
テ
」
、
『
新
勅
撰
集
』
を
撰
し
た
と
き
に
、

「
朝
敵
三
代
コ
ソ
名
ヲ
ア
ラ
ワ
ス
事
恐
レ
有
ツ
レ
。
今
ハ
三
代
ス
ギ
給
ヌ

レ
バ
、
何
カ
ハ
ク
ル
シ
カ
ル
ベ
キ
ト
テ
、
左
馬
守
行
盛
卜
名
ヲ
ア
ラ
ワ
シ

『
新
勅
撰
和
歌
集
』

雑
歌
を
中
心
と
し
て

と
後
鳥
羽
院

テ
、
此
歌
ヲ
被
入
」
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

事
実
、
『
千
載
集
』
『
新
古
今
集
』
に
は
平
家
歌
人
の
歌
は
名
前
を
表
し

て
載
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
一
方
『
新
勅
撰
集
』
に
は
、
一
―
九
四
番
の

行
盛
歌
の
他
に
、
資
盛
歌
が
巻
三
夏
に
、
経
盛
歌
が
巻
五
秋
下
に
、
経
正

歌
が
巻
六
冬
に
、
忠
度
歌
が
巻
十
三
恋
三
に
採
ら
れ
て
い
る
。
源
平
の
争

乱
か
ら
約
五
十
年
の
歳
月
を
経
、
『
平
家
物
語
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
後
鳥

羽
帝
か
ら
三
代
の
帝
を
経
て
、
勅
勘
の
歌
人
た
ち
の
歌
は
、
勅
撰
和
歌
集

に
そ
の
名
を
表
し
て
入
集
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
新
勅
撰
集
』
に
は
入
集
し
て
い
る
平
家
歌
人
の
歌
が
、
そ

の
後
の
勅
撰
集
に
は
、
『
続
後
撰
集
』
に
経
盛
歌
が
一
首
入
集
し
て
い
る
他

(
2
)
 

は
、
『
玉
葉
集
』
に
至
る
ま
で
一
首
も
採
ら
れ
て
い
な
い
。
『
新
勅
撰
集
』

は
、
源
平
の
争
乱
に
よ
り
近
い
時
代
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
玉
葉
集
』

ま
で
の
勅
撰
集
が
ほ
と
ん
ど
入
集
さ
せ
な
か
っ
た
平
家
歌
人
の
歌
を
、
五

首
入
集
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
先
に
挙
げ
た
『
新
勅
撰
集
』
の
一
―
九
四
番
の
行
盛
歌
に
は
、

「
寿
永
二
年
、
大
方
の
世
静
か
な
ら
ず
侍
り
し
こ
ろ
」
と
、
ま
さ
に
源
平

の
争
乱
そ
の
も
の
を
指
し
示
す
詞
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。
『
千
載
集
』
『
新

古
今
集
』
と
源
平
の
争
乱
後
の
勅
撰
集
が
触
れ
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
事

永

田

初

枝
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101
――――-

-
0
-――四

-
0
-――写

柄
を
直
接
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
平
家
物
語
』
に
記
さ

れ
て
い
た
よ
う
に
、
俊
成
が
『
千
載
集
』
に
忠
度
歌
を
「
読
人
不
知
」
と

し
て
載
せ
た
こ
と
を
定
家
が
「
心
ウ
ク
」
思
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
説
明

が
つ
か
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
新
勅
撰
集
』
に
お
け
る
源
平
の
争
乱
を
指
し
示
す
詞
書
は
先
の
一
―

九
四
番
だ
け
で
は
な
い
。
同
じ
く
雑
歌
二
に
は
、

寿
永
の
こ
ろ
を
ひ
、
お
も
ふ
ゆ
へ
や
侍
け
ん
、
ひ
と
に
つ
か
は

し

け

る

後

徳

大

寺

左

大

臣

二
翌
あ
ら
き
か
ぜ
ふ
き
や
を
や
む
と
ま
つ
ほ
ど
に
も
と
の
こ
A

ろ
の
と
ゞ

こ
ほ
り
ぬ
る

の
歌
が
あ
り
、
「
荒
き
風
吹
き
や
小
止
む
と
待
つ
ほ
ど
に
」
と
詠
ま
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
の
詞
書
「
寿
永
の
頃
ほ
ひ
」
も
や
は
り
源
平
の
争

乱
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
雑
四
季
の
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
雑
歌
一
の
歌
に
も
こ
れ
と
同

様
の
詞
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。
雑
歌
一
の
一

0
三
三
番
か
ら
始
ま
る
梅
花

の
歌
群
を
見
て
み
る
。

寿
永
の
こ
ろ
を
ひ
、
梅
花
を
よ
み
侍
け
る
土
御
門
内
大
臣

こ
A

の
へ
に
か
は
ら
ぬ
む
め
の
は
な
み
て
ぞ
い
と
ゞ
む
か
し
の
は

る
は
こ
ひ
し
き

前
関
白
内
大
臣
に
侍
け
る
時
、
百
首
歌
よ
ま
せ
侍
け
る
に
、
庭

梅

を

よ

め

る

源

信

定

朝

臣

や
ど
か
ら
ぞ
む
め
の
た
ち
え
も
と
は
れ
け
る
あ
る
じ
も
し
ら
ず
な

に
A

ほ
ふ
ら
ん

題

し

ら

ず

下

野

あ
り
あ
け
の
月
は
な
み
だ
に
く
も
れ
ど
も
見
し
世
に
A

た
る
む
め

-
0
-――六

-
0
-――七

行
念
法
師

む
め
が
A

の
た
が
さ
と
わ
か
ず
に
ほ
ふ
夜
は
ぬ
し
さ
だ
ま
ら
ぬ
は

る
か
ぜ
ぞ
ふ
く

百

首

歌

よ

み

侍

け

る

春

歌

侍

従

具

定

は
る
の
月
か
す
め
る
そ
ら
の
む
め
が
A

に
ち
ぎ
り
も
を
か
ぬ
人
ぞ

ま
た
る
A

`

-0-
―
一
三
番
歌
の
詞
書
が
「
寿
永
の
頃
ほ
ひ
」
で
あ
り
、
そ
の
歌
に
は

「
い
と
ど
昔
の
春
は
恋
し
き
」
と
、
懐
旧
の
情
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
内
裏

を
巻
き
込
ん
で
の
争
乱
に
、
様
変
わ
り
し
た
宮
中
に
あ
っ
て
も
変
わ
ら
ず

に
咲
く
梅
の
花
を
見
て
、
争
乱
前
の
平
和
な
昔
を
懐
か
し
ん
で
い
る
作
者

の
心
情
が
う
か
が
わ
れ
る
歌
で
あ
る
。
一

0
三
四
番
歌
は
、
『
拾
遺
集
』
雑

春
、
菅
原
道
真
の
歌
「
東
風
吹
か
ば
匂
ひ
お
こ
せ
よ
梅
の
花
主
な
し
と
て

春
を
忘
る
な
」
を
本
歌
と
し
、
「
そ
の
主
も
い
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
梅
の

花
は
香
る
の
だ
ろ
う
。
」
と
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
一

0
三
六
番
に
も
、
本

歌
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
「
主
定
ま
ら
ぬ
春
風
ぞ
吹
く
」
と
、
道
真
歌
を

思
わ
せ
る
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
道
真
歌
は
、
『
拾
遺
集
』
の
詞
書
に

「
流
さ
れ
侍
り
け
る
時
、
家
の
梅
の
花
を
見
侍
り
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、

道
真
が
太
宰
府
に
流
さ
れ
て
行
く
時
の
歌
で
あ
る
。
一

0
三
三
番
「
寿
永

の
頃
ほ
ひ
」
の
詞
書
を
持
つ
歌
の
次
に
配
列
さ
れ
て
い
る
一

0
三
四
・
一

0
三
六
番
歌
は
、
都
を
出
て
太
宰
府
に
落
ち
の
び
て
行
っ
た
平
家
の
人
々

を
坊
彿
と
さ
せ
る
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

1
0三
五
番
歌
は
一

0
三
三
番
歌
同
様
「
見
し
世
」
を
懐
か
し
む
懐
旧

の
情
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
一

0
三
七
番
歌
は
「
契
り
も
お
か
ぬ
人
」
を
待

っ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
一

0
三
三
番
歌
に
始
ま
り
一

0
三
七
番
歌
に
終
わ

の
か
ぞ
す
る

- 13 -



る
一
連
の
梅
花
の
歌
は
、
道
真
歌
を
本
歌
と
す
る
歌
や
懐
旧
の
歌
が
配
さ

れ
て
い
る
。
最
後
の
一

0
三
七
番
歌
は
恋
の
心
も
読
み
取
れ
る
が
、
梅
花

の
歌
群
全
体
が
最
初
に
置
か
れ
た
一

0
三
―
―
一
番
「
寿
永
の
頃
ほ
ひ
」
と
い

う
詞
書
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
読
む
こ
と
に
よ
り
、
一

0
三
三
番
歌
か

ら
の
一
連
の
配
列
の
中
で
は
、
「
約
束
す
る
こ
と
も
な
く
都
を
後
に
し
て
行

っ
た
人
々
」
が
、
「
契
り
も
お
か
ぬ
人
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
ろ

ぷ
ノ

こ
の
よ
う
に
、
『
新
勅
撰
集
』
の
雑
歌
一
、
雑
歌
二
に
は
、
『
千
載
集
』

『
新
古
今
集
』
で
は
避
け
ら
れ
て
き
た
源
平
の
争
乱
を
示
す
詞
書
が
あ
り
、

さ
ら
に
、
梅
花
の
歌
群
で
は
、
西
海
に
落
ち
の
び
て
行
っ
た
平
家
の
人
々

を
偲
ぶ
、
と
い
う
解
釈
を
可
能
に
さ
せ
る
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
。
『
新
勅

撰
集
』
に
平
家
の
歌
人
た
ち
の
歌
を
入
集
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
詞
書

に
「
寿
永
の
頃
ほ
ひ
」
と
記
す
こ
と
で
源
平
の
争
乱
を
暗
示
さ
せ
る
撰
者

定
家
の
意
図
は
、
一
体
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
千
載
集
』
に
は
、
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
勅
勘
の
平
家
歌
人
の
歌

が
五
首
入
集
し
て
い
る
。
俊
成
に
勅
撰
集
撰
進
の
院
宣
が
下
さ
れ
た
の
は

寿
永
二
年
二
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
『
千
載
集
』
の
撰
集
作
業
が
行
わ
れ

て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
源
平
の
争
乱
の
た
だ
中
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ

し
て
、
争
乱
の
終
結
後
に
成
っ
た
「
千
載
集
』
に
は
、
朝
敵
と
な
っ
た
平

家
歌
人
の
歌
は
、
名
前
を
明
ら
か
に
し
て
入
集
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
『
平
家
物
語
』
が
伝
え
る
よ
う
に
、
俊
成
が
忠
度
歌
を
「
読

人
不
知
」
と
し
た
こ
と
を
定
家
が
「
心
ウ
ク
念
ナ
キ
事
」
に
思
っ
た
の
は
、

源
平
の
争
乱
終
結
後
と
い
う
時
期
の
中
で
、
『
千
載
集
』
に
「
読
人
不
知
」

と
し
て
し
か
平
家
歌
人
の
歌
を
入
集
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
俊
成

の
立
場
を
、
定
家
は
つ
ら
く
、
無
念
な
こ
と
に
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
今
、
父
俊
成
と
同
じ
よ
う
に
勅
撰
集
を
単
独
で
撰
集
す
る
立
場
と

な
っ
て
、
定
家
は
、
父
が
『
千
載
集
』
で
成
し
得
な
か
っ
た
、
平
家
歌
人

た
ち
の
歌
を
彼
ら
の
名
前
を
明
ら
か
に
し
て
入
集
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
、

父
に
代
わ
っ
て
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
故
な

ら
ば
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
『
新
勅
撰
集
』
を
撰
集
し
て
い
た
定
家
も
、

父
と
ま
っ
た
く
同
じ
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
新
勅
撰
集
』
撰
集
下
命
の
十
一
年
前
に
起
き
た
承
久
の
乱
に
よ
り
、

定
家
は
、
乱
後
隠
岐
・
佐
渡
に
遷
幸
し
た
後
鳥
羽
・
順
徳
両
院
の
歌
を
『
新

勅
撰
集
』
に
入
集
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
『
明
月
記
』
に
は
、
撰

集
の
命
が
下
さ
れ
る
前
、
時
の
関
白
藤
原
道
家
に
勅
撰
集
撰
集
に
関
し
て

質
問
を
受
け
た
折
の
記
事
が
あ
る
。

昨
日
事
申
二
入
殿
下
＿
‘
（
可
レ
有
二
勅
撰
集
歌
＿
之
仰
）
（
…
中
略
…
）
於
ニ

今
度

l

者
撰
者
在
レ
誰
乎
、
専
一
勿
レ
論
者
於
レ
道
雖
レ
可
謂
二
本
意
―
‘

心
中
之
望
更
無
レ
他
、
又
近
日
若
有
二
其
事
一
者
、
事
儒
頗
不
レ
似
二
前
々

例
—
‘
進
退
可
レ
谷
事
欺
、
前
代
御
製
尤
以
殊
勝
、
撰
レ
之
者
可
レ
充
ニ

満
集
之
面
一
、
事
儒
機
間
可
レ
然
哉
、
聖
代
之
勅
撰
、
前
代
之
御
製
員

敷
多
者
、
常
時
所
レ
見
レ
有
二
忌
緯
之
疑
一
、
略
二
其
敷
＿
者
、
定
又
有
ニ

世
間
之
謗
l

敗
、
前
宮
内
秀
入
道
禰
可
二
識
言
弾
指

l

、
彼
是
極
難
レ

測
、
窺
以
暫
可
レ
過
二
比
程
一
哉
、
…
…

〈
国
書
刊
行
会
『
明
月
記
』
寛
喜
二
年
七
月
六
日
〉

こ
こ
に
は
、
「
前
代
御
製
」
つ
ま
り
後
鳥
羽
院
の
歌
が
傑
出
し
て
お
り
、

い
ま
撰
集
を
行
う
と
院
の
歌
が
集
中
に
充
満
す
る
で
あ
ろ
う
、
勅
撰
集
の

体
裁
、
あ
る
い
は
こ
の
時
期
を
考
慮
す
る
と
そ
れ
で
よ
い
の
か
と
、
後
鳥
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羽
院
の
歌
を
ど
う
す
る
べ
き
か
、
定
家
が
そ
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
道
家
に
「
心
中
之
望
更
無
他
」
つ
ま
り
勅
撰
集
の

撰
者
と
な
る
望
み
は
な
い
と
告
げ
た
定
家
の
心
中
に
は
、
今
勅
撰
集
の
撰

者
と
な
れ
ば
、
後
鳥
羽
院
の
歌
を
ど
う
す
る
べ
き
か
と
い
う
葛
藤
の
中
に

わ
が
身
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
「
略
其
敷
者
」
つ
ま
り
、
後
鳥
羽
院
の
歌
を
少
な
く

す
れ
ば
、
世
間
の
非
難
、
と
り
わ
け
前
宮
内
卿
家
隆
や
秀
能
ら
の
識
言
弾

指
を
受
け
る
だ
ろ
う
と
定
家
は
記
し
て
い
る
が
、
世
間
の
非
難
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
傑
出
し
て
い
る
後
鳥
羽
院
の
歌
を
、
政
治
的
な
配
慮
な
り
圧

力
に
よ
っ
て
勅
撰
集
か
ら
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
を
、

定
家
は
憂
慮
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
記
す
定
家
の
脳

裏
に
は
、
同
じ
よ
う
な
状
況
の
中
で
『
千
載
集
』
を
撰
し
て
い
た
俊
成
の

姿
が
想
起
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

文
治
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
ち
A

の
千
載
集
え
ら
び
侍
し
時
、
定
家
が

も

と

に

歌

つ

か

は

す

と

て

よ

み

侍

け

る

尊

円

法

師

わ
が
ふ
か
く
こ
け
の
し
た
ま
で
お
も
ひ
を
く
う
づ
も
れ
ぬ
名
は
き
み

や
の
こ
さ
ん

と
い
う
『
新
勅
撰
集
』
雑
歌
二
の
一
―
九
二
番
歌
の
詞
書
に
は
、
「
文
治
の

頃
ほ
ひ
、
父
の
千
載
集
選
び
侍
り
し
時
」
と
あ
り
、
『
新
勅
撰
集
』
を
撰
し

て
い
た
定
家
が
、
父
俊
成
を
『
千
載
集
』
の
撰
者
と
し
て
意
識
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
詞
書
の
文
末
表
現
が
「
け
り
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
『
新

勅
撰
集
』
に
お
い
て
、
直
接
体
験
過
去
の
「
き
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

は
こ
の
歌
を
含
め
て
二
首
の
歌
の
詞
書
に
過
ぎ
な
い
。
も
う
一
首
の
歌
の

詞
書
と
い
う
の
は
、
本
稿
の
初
め
に
問
題
に
し
た
平
行
盛
の
歌
の
詞
書
で

あ
る
。
行
盛
歌
の
詞
書
を
改
め
て
見
て
み
る
と
、
「
大
方
の
世
静
か
な
ら
ず

ノ

ヽ

く

ノ

侍
り
し
こ
ろ
、
詠
み
お
き
て
侍
り
け
る
歌
を
、
定
家
が
も
と
に
遺
は
す
と

て
、
包
み
紙
に
書
き
付
け
侍
り
し
」
と
、
詞
書
中
に
「
き
」
と
「
け
り
」

と
が
同
時
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
歌
を
詠
ん
で
お
い
た
行
盛
の
行
為

に
「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
き
」
が
行
盛
の
行
為
に
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
す
る
と
、
二
つ
の
「
き
」

は
誰
の
経
験
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
の
「
き
」
に
つ
い
て

は
、
世
の
中
が
落
ち
着
か
な
か
っ
た
の
は
世
の
総
て
の
人
の
経
験
で
あ
り
、

そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
定
家
自
身
の
経
験
と
読
め
る
。
ま
た
、
「
包
み
紙

に
書
き
付
け
侍
り
し
」
の
「
き
」
に
つ
い
て
は
、
包
み
紙
に
歌
を
書
き
付

け
た
の
は
行
盛
で
あ
ろ
う
が
、
受
け
取
っ
た
定
家
の
側
か
ら
み
て
、
そ
の

包
み
紙
に
は
歌
が
書
き
付
け
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
受
け
取
っ
た
定
家

の
経
験
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
行
盛
歌
の
詞
書
に
あ
る
二
つ

の
「
き
」
は
定
家
の
経
験
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
新
勅
撰
集
』

に
お
い
て
定
家
自
身
の
歌
の
詞
書
に
は
「
き
」
は
使
っ
て
お
ら
ず
、
行
盛

歌
と
一
―
九
二
番
尊
円
歌
の
い
ず
れ
も
『
千
載
集
』
の
撰
集
に
関
わ
る
詞

(
3
)
 

書
に
の
み
「
き
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
き
」
と
「
け
り
」
と
の
使
い
わ
け
を
、
定
家
が
意
図
的

に
行
っ
た
の
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
、
定
家
の
「
ミ
ス
」
に

(
4
)
 

し
ろ
意
図
的
に
用
い
た
に
し
ろ
、
一
―
九
二
番
歌
の
詞
書
に
俊
成
を
「
父
」

と
表
記
し
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
『
新
勅
撰
集
』
を
撰
し
て
い
た
定
家

の
念
頭
に
『
千
載
集
』
を
撰
集
し
て
い
た
俊
成
の
姿
が
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。

『
新
勅
撰
集
』
の
撰
者
と
な
り
、
『
千
載
集
』
を
撰
し
て
い
た
父
俊
成
と

ま
っ
た
く
同
じ
状
況
に
置
か
れ
て
、
定
家
は
自
分
の
姿
を
父
と
重
ね
合
わ
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せ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
定
家
が
『
新
勅
撰
集
』
の
詞
書
に
源

平
の
争
乱
の
件
を
記
し
、
平
家
歌
人
の
歌
を
入
集
さ
せ
た
思
い
の
裏
に
は
、

俊
成
の
思
い
を
自
分
が
遂
げ
よ
う
と
す
る
意
図
の
他
に
、
時
代
を
経
て
、

当
時
の
平
家
歌
人
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
し
ま
っ
た
後
鳥
羽
院
、
承
久
の

乱
に
よ
っ
て
歌
人
と
し
て
の
名
声
も
葬
り
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
後
鳥

羽
院
に
対
す
る
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
新
勅
撰
集
』
雑
歌
二
は
述
懐
歌
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
巻
軸
歌

に
、
定
家
の
後
鳥
羽
院
に
対
す
る
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

ひ
と
り
お
も
ひ
を
の
べ
侍
け
る
う
た
鎌
倉
右
大
臣

――
1
0

四
や
ま
は
さ
け
う
み
は
あ
せ
な
ん
世
な
り
と
も
き
み
に
ふ
た
ご
A

ろ

わ
が
あ
ら
め
や
も

こ
の
歌
は
、
定
家
所
伝
本
『
金
愧
和
歌
集
』
で
は
、
集
の
最
後
に
記
さ

れ
て
い
る
三
首
連
作
の
中
の
一
首
で
あ
る
。

太
上
天
皇
御
書
下
預
時
歌

お
ほ
き
み
の
勅
を
か
し
こ
み
ち
A

わ
く
に
心
は
わ
く
と
も
人
に
い
は

め
や
も

ひ
ん
が
し
の
く
に
＞
わ
が
お
れ
ば
あ
さ
日
さ
す
は
こ
や
の
山
の
か
げ

と
な
り
に
き

山
は
さ
け
う
み
は
あ
せ
な
む
世
な
り
と
も
君
に
ふ
た
心
わ
が
あ
ら
め

や
も

〈
私
家
集
大
成
に
よ
る
〉

三
首
の
歌
の
意
味
を
粗
々
見
て
み
る
と
、
「
大
君
の
仰
せ
言
が
畏
れ
多
い

の
で
、
様
々
に
心
は
思
い
乱
れ
る
け
れ
ど
も
人
に
他
言
い
た
し
ま
す
ま
い
」

空〈一――
尖――

空〈

「
東
国
に
私
は
い
る
の
だ
か
ら
、
は
こ
や
の
山
（
仙
洞
御
所
）
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
太
上
天
皇
の
影
と
な
っ
て
従
い
ま
す
」
「
山
は
裂
け
、
海
は
干
上
が

っ
て
し
ま
う
よ
う
な
世
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
君
に
二
心
を
私
が
持
ち
ま

し
ょ
う
か
」
と
い
う
内
容
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
の
内
容
か
ら
、

実
朝
と
太
上
天
皇
（
後
鳥
羽
院
）
と
の
間
に
密
約
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
、
こ
の
歌
に
政
治
的
な
陰
謀
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
説
が
従
来
様
々
に

(
5
)
 

論
じ
ら
れ
て
き
た
。
今
稿
者
に
は
、
こ
れ
ら
の
歌
の
政
治
的
な
背
景
を
論

じ
る
用
意
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
歌
が
後
鳥
羽
院
に
忠
誠
を
誓
っ
た
実
朝

の
歌
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
首
が
『
新
勅
撰

集
』
雑
歌
二
の
巻
軸
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
後
鳥

羽
院
の
歌
を
た
だ
の
一
首
さ
え
入
集
さ
せ
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
『
新

勅
撰
集
』
に
、
そ
の
後
鳥
羽
院
に
忠
誠
を
誓
う
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で

(
6
)
 

あ
る
。
荒
木
尚
氏
は
『
新
勅
撰
和
歌
集
雑
歌
二
覚
書
』
の
中
で
、
定
家
が

巻
軸
に
こ
の
歌
を
配
し
た
の
は
、
「
屈
折
を
経
て
で
き
あ
が
っ
た
単
独
撰
の

勅
撰
集
に
、
定
家
が
特
に
「
前
代
御
製
尤
以
殊
勝
」
と
重
ん
じ
て
い
た
後

鳥
羽
院
の
歌
を
、
承
久
の
乱
の
た
め
に
一
首
も
採
り
得
な
か
っ
た
こ
と
に

対
す
る
恐
慎
の
情
を
、
実
朝
の
歌
に
託
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
、
首
肯
す
べ
き
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
詞
書

に
注
目
す
る
と
、
定
家
は
そ
の
実
朝
の
歌
に
「
独
り
想
ひ
を
述
べ
侍
り
け

る
歌
」
と
い
う
詞
書
を
付
し
、
述
懐
の
独
詠
歌
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

歌
の
中
の
「
君
」
を
特
定
す
る
こ
と
を
避
け
て
の
配
慮
と
思
わ
れ
る
。
『
百

錬
抄
』
天
福
二
年
十
一
月
九
日
の
記
事
に
は
、

中
納
言
入
道
定
家
卿
於
二
前
関
白
家
―
‘
披
二
覧
新
勅
撰
一
。
先
帝
御
時

被
奏
覧
。
両
殿
下
監
臨
、
有
用
捨
事
一
。
被
レ
切
二
棄
百
首
一
云
々
。

又
有

l

被
レ
入
之
人
一
云
々
。
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と
あ
り
、
前
関
白
道
家
と
関
白
左
大
臣
教
実
父
子
に
よ
り
百
首
の
歌
が
切

り
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
石
田
吉
貞
氏
は
、
切
り
捨
て
ら
れ
た
百
首
の
中
に

は
後
鳥
羽
院
や
順
徳
院
の
歌
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら

(
7
)
 

れ
る
。
『
新
勅
撰
集
』
雑
歌
二
の
巻
軸
歌
も
、
そ
れ
が
後
鳥
羽
院
に
対
す
る

忠
誠
を
誓
う
歌
と
知
れ
て
除
去
さ
れ
る
こ
と
を
定
家
は
恐
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
新
勅
撰
集
』
―
二

0
四
番
の
実
朝
歌
は
、
述
懐
歌
と
い
う
よ
り

は
帝
に
忠
誠
を
誓
う
賀
歌
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
事
実
、
『
金
愧
集
』

の
異
本
で
あ
る
貞
亨
本
は
、
「
太
上
天
皇
御
書
下
預
時
歌
」
の
三
首
を
賀
歌

と
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
定
家
は
『
新
勅
撰
集
』
に
お
い
て
実
朝
歌
を

賀
歌
で
は
な
く
雑
歌
に
配
し
て
い
る
。

『
新
勅
撰
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
の
賀
歌
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら

の
歌
は
詞
書
に
よ
っ
て
詠
作
事
情
が
記
さ
れ
、
作
者
の
仕
え
る
主
君
や
時

の
帝
な
ど
、
祝
意
の
対
象
が
特
定
の
人
物
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
つ
ま
り
、

賀
歌
は
自
分
の
主
君
や
友
人
、
時
の
帝
を
寿
ぐ
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
み
る
と
‘
―
二

0
四
番
の
実
朝
歌
は
、
実
朝
が

征
夷
大
将
軍
で
あ
っ
た
建
仁
三
年
(
―
二

0
三
）
九
月
か
ら
承
久
元
年
（
一

二
―
九
）
一
月
ま
で
の
間
の
帝
、
す
な
わ
ち
土
御
門
帝
か
順
徳
帝
へ
の
賀

歌
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
定
家
は
、
実
朝
の
歌
を
賀
歌
で

は
な
く
雑
歌
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
こ
の
歌
を
帝
を
寿
ぐ
賀
歌
で

は
な
く
、
実
朝
の
個
人
的
な
述
懐
歌
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
す

る
定
家
の
意
図
が
表
れ
て
い
る
。
隠
岐
の
地
で
『
新
勅
撰
集
』
を
手
に
す

る
で
あ
ろ
う
後
鳥
羽
院
に
向
け
て
、
定
家
は
詞
書
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
『
新
勅
撰
集
』
の
中
に
ひ
そ
か
に
後
鳥
羽
院
へ
の
忠
誠
を
誓
う
実
朝
歌

を
配
し
た
の
で
あ
る
。

――――七•\ 二――――四 雑
歌
二
は
、
巻
全
体
が
述
懐
歌
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
巻
軸
に
後
鳥
羽

院
に
忠
誠
を
誓
う
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ

ろ
う
。
以
下
、
巻
軸
歌
に
対
応
す
る
歌
と
し
て
、
雑
歌
二
の
巻
頭
業
平
歌

か
ら
当
代
歌
人
で
あ
る
俊
成
ま
で
十
六
首
を
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
そ

れ
ら
の
歌
に
は
懐
旧
や
厭
世
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
巻
軸
の
実
朝
歌
と
対
応

さ
せ
て
読
む
と
、
そ
こ
に
定
家
の
後
鳥
羽
院
に
対
す
る
思
い
が
託
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

題

し

ら

ず

業

平

朝

臣

わ
が
そ
で
は
く
さ
の
い
ほ
り
に
あ
ら
ね
ど
も
く
る
れ
ば
つ
ゆ
の
や

ど
り
な
り
け
り

お
も
ふ
こ
と
い
は
で
ぞ
た
ゞ
に
や
み
ぬ
べ
き
わ
れ
と
ひ
と
し
き
ひ

と
し
な
け
れ
ば

――――写
――――六

―――-〈

よ
み
人
し
ら
ず

あ
さ
な
け
に
世
の
う
き
こ
と
を
し
の
ぶ
と
て
な
げ
き
せ
し
ま
に
と

し
ぞ
へ
に
け
る

和
泉
式
部

さ
ら
に
ま
た
も
の
を
ぞ
お
も
ふ
さ
な
ら
で
も
な
げ
か
ぬ
と
き
の
あ

る
身
と
も
な
く

い
か
に
せ
ん
あ
め
の
し
た
こ
そ
す
み
う
け
れ
ふ
れ
ば
そ
で
の
み
ま

な
く
ぬ
れ
つ
A

さ
が
み

あ
さ
ぢ
は
ら
野
わ
き
に
あ
へ
る
つ
ゆ
よ
り
も
な
を
あ
り
が
た
き
身

を
い
か
に
せ
む

四
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――――九
――――
10 

三三―――――四
―――――写

―――――六
―――――七

こ
ふ
れ
ど
も
ゆ
き
も
か
へ
ら
ぬ
い
に
し
へ
に
い
ま
は
い
か
で
か
あ

は
む
と
す
ら
ん

俊
頼
朝
臣

こ
ひ
し
と
も
い
は
で
ぞ
お
も
ふ
た
ま
き
は
る
た
ち
か
へ
る
べ
き
む

か
し
な
ら
ね
ば

堀
河
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
基
俊

い
に
し
へ
を
お
も
ひ
い
づ
る
の
か
な
し
き
は
な
け
ど
も
そ
ら
に
し

る
人
ぞ
な
き

成
尋
、
宋
朝
に
わ
た
り
侍
に
け
る
を
な
げ
き
て
よ
み
侍
け
る

成
尋
法
師
母

な
げ
き
つ
A

わ
が
身
は
な
き
に
な
り
は
て
ぬ
い
ま
は
こ
の
世
を
わ

す
れ
に
し
哉

述

懐

心

を

よ

み

侍

け

る

鎌

倉

右

大

臣

お
も
ひ
い
で
A

よ
る
は
す
が
ら
に
ね
を
ぞ
な
く
あ
り
し
む
か
し
の

ょ
A

の
ふ
る
ご
と

世
に
ふ
れ
ば
う
き
こ
と
の
葉
の
か
ず
ご
と
に
た
え
ず
な
み
だ
の
つ

ゆ
ぞ
を
き
け
る

百

首

歌

中

に

述

懐

惟

明

親

王

な
べ
て
世
の
な
ら
ひ
と
ひ
と
や
お
も
ふ
ら
ん
う
し
と
い
ひ
て
も
あ

ま
る
な
み
だ
を

題

し

ら

ず

前

大

納

言

忠

良

か
す
が
や
ま
い
ま
ひ
と
た
び
と
た
づ
ね
き
て
み
ち
見
え
ぬ
ま
で
ふ

る
な
み
だ
哉

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

か
す
が
や
ま
い
か
に
な
が
れ
し
た
に
み
づ
の
す
ゑ
を
こ
ほ
り
の
と

――――-〈

ぢ
は
て
つ
ら
ん

よ
も
の
海
を
す
ゞ
り
の
み
づ
に
つ
く
す
と
も
わ
が
お
も
ふ
こ
と
は
か

き
も
や
ら
れ
じ

―
―
二
四
番
歌
は
『
伊
勢
物
語
』
に
載
る
歌
で
あ
る
。
「
言
葉
に
出
さ
ず

に
じ
っ
と
自
分
の
内
に
留
め
て
お
く
思
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
、
『
伊
勢
物
語
』
に
も
「
む
か
し
男
、
い
か
な
り
け
る
こ
と
を
思
ひ
け
る

を
り
に
か
詠
め
る
」
と
い
う
短
い
文
章
が
あ
る
だ
け
で
、
「
思
ふ
こ
と
」
の

内
容
を
推
し
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
歌
を
巻
軸
の
実
朝

歌
と
対
応
さ
せ
て
読
む
時
、
「
思
ふ
こ
と
言
は
で
ぞ
た
だ
に
止
み
ぬ
べ
き
」

と
い
う
言
葉
は
、
業
平
の
口
を
借
り
た
定
家
自
身
の
言
葉
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
「
前
代
御
製
尤
以
殊
勝
」
と
評
価
す
る
後
鳥
羽
院
の
歌
を
、
政

治
的
な
配
慮
か
ら
た
だ
の
一
首
も
入
集
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
勅
撰
集

の
撰
者
と
し
て
、
定
家
は
口
に
出
さ
ず
胸
の
中
に
押
し
込
め
て
し
ま
っ
た

思
い
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

―
―
二
五
番
歌
か
ら
一
―
二
七
番
歌
は
、
今
の
世
に
生
き
る
こ
と
の
つ

ら
さ
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
あ
さ
な
け
に
世
の
憂
き
こ
と
を
忍
ぶ
」
「
嘆
か

ぬ
と
き
の
あ
る
身
と
も
な
く
」
「
天
の
下
こ
そ
住
み
憂
け
れ
」
と
い
う
こ
れ

ら
の
言
葉
も
ま
た
、
い
に
し
え
の
歌
人
た
ち
の
言
葉
を
借
り
た
定
家
自
身

の
思
い
を
反
映
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
後
鳥
羽
院
の
歌
を
入

集
さ
せ
る
こ
と
を
拒
む
今
の
世
の
中
を
、
定
家
は
忍
び
、
嘆
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

―
―
二
九
番
か
ら
一
―
三
一
番
は
、
再
び
懐
旧
の
歌
が
配
列
さ
れ
て
い

る
。
雑
歌
一
で
詠
ま
れ
て
い
た
懐
旧
の
情
に
加
え
て
、
「
も
は
や
そ
の
昔
に

帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
諦
め
や
、
自
分
の
思
い
を
知
る
人
の
い

な
い
嘆
き
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
―
一
三

0
番
歌
で
は
、
一
―
二
四
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番
歌
同
様
「
自
分
の
思
い
を
口
に
出
さ
ず
胸
の
内
に
秘
め
て
お
く
」
、
定
家

は
そ
の
よ
う
な
歌
を
撰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

―
一
三
三
．
―
-
三
四
番
歌
は
、
懐
旧
と
厭
世
の
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。

―
一
三
三
番
歌
は
『
金
愧
和
歌
集
』
の
詞
書
に
よ
る
と
「
年
九
十
に
余
れ

る
朽
ち
法
師
」
に
会
っ
て
話
を
し
た
後
に
詠
ん
だ
「
老
い
」
の
題
詠
で
あ

る
が
、
『
新
勅
撰
集
』
の
詞
書
で
は
、
過
ぎ
去
っ
た
年
月
の
出
来
事
を
思
い

出
し
て
涙
す
る
懐
旧
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
あ
り
し
昔
の
代
々
の

古
言
」
と
は
、
勿
論
自
分
自
身
に
起
こ
っ
た
数
々
の
出
来
事
な
の
で
あ
ろ

う
が
、
為
政
者
で
あ
っ
た
実
朝
の
立
場
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
代
々
の

帝
の
治
政
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
―
一
三
四
番
歌
は
、
世
の

中
に
生
き
長
ら
え
て
い
る
こ
と
の
つ
ら
さ
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
―
一
三
一

番
ま
で
は
古
人
の
歌
を
通
し
て
昔
を
懐
か
し
み
、
今
の
世
を
嘆
く
歌
を
配

列
し
て
き
た
定
家
が
、
鎌
倉
幕
府
の
最
高
位
に
い
た
実
朝
の
歌
に
よ
っ
て

昔
の
治
政
を
懐
か
し
み
、
世
の
憂
さ
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

―
―
二
四
番
で
「
思
ふ
こ
と
言
は
で
ぞ
た
だ
に
止
み
ぬ
べ
き
」
と
業
平

の
言
葉
を
借
り
て
思
い
を
述
べ
た
定
家
は
、
一
―
三
八
番
歌
の
俊
成
詠
に

「
我
が
思
ふ
こ
と
は
書
き
も
や
ら
れ
じ
」
と
、
自
分
の
意
を
こ
の
集
に
書

き
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
思
い
を
託
し
て
い
る
。
そ
の
思
い
は
、

や
は
り
『
千
載
集
』
を
撰
し
て
い
た
俊
成
の
思
い
と
重
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
俊
成
は
『
千
載
集
』
に
お
い
て
、
定
家
は
『
新
勅
撰
集
』
に
お
い
て
、

単
独
で
勅
撰
集
の
撰
者
に
な
る
と
い
う
、
歌
人
と
し
て
の
最
高
の
栄
誉
を

与
え
ら
れ
な
が
ら
、
と
も
に
政
治
的
な
事
由
に
よ
っ
て
「
我
が
思
ふ
こ
と
」

を
集
の
中
に
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
自
分
の
意
を
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
思
い
」
は
、
雑
歌
二

の
中
ほ
ど
、
家
隆
の
歌
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

暁

述

懐

の

心

を

よ

み

侍

け

る

正

三

位

家

隆

―
―
芙
お
も
ふ
こ
と
ま
だ
つ
き
は
て
ぬ
な
が
き
夜
の
ね
ざ
め
に
ま
く
る
か

ね
の
を
と
か
な

業
平
や
俊
頼
の
言
葉
を
借
り
、
俊
成
歌
に
自
分
の
思
い
を
託
し
た
定
家

は
、
後
鳥
羽
院
の
側
近
で
あ
っ
た
家
隆
の
歌
に
自
分
の
思
い
を
重
ね
て
い

る
。
先
に
『
明
月
記
』
の
記
事
に
見
た
よ
う
に
、
定
家
は
『
新
古
今
集
』

の
次
の
勅
撰
集
に
後
鳥
羽
院
の
歌
が
少
な
け
れ
ば
、
家
隆
や
秀
能
ら
の
非

難
を
浴
び
る
だ
ろ
う
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
。
そ
の
家
隆
と
同
じ
よ
う
に
、

定
家
も
後
鳥
羽
院
の
歌
が
『
新
勅
撰
集
』
に
載
ら
な
い
こ
と
に
不
満
を
感

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
が
撰
者
で
あ
る
が
故
に
、
「
思
ふ
こ

と
ま
だ
尽
き
果
て
ぬ
」
こ
と
に
一
層
憤
り
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

雑
歌
二
の
冒
頭
に
は
、
古
人
の
歌
・
実
朝
の
歌
・
俊
成
の
歌
を
通
し
て
、

昔
を
懐
か
し
み
、
世
を
嘆
き
、
心
の
中
で
思
っ
て
い
て
も
表
に
出
す
こ
と

の
で
き
な
い
思
い
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
歌
を
巻
軸
の
実

朝
歌
と
対
応
さ
せ
て
読
む
と
き
、
そ
こ
に
配
さ
れ
て
い
る
歌
は
、
後
鳥
羽

院
を
偲
び
、
勅
撰
集
に
後
鳥
羽
院
の
歌
を
載
せ
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た

今
の
世
を
嘆
き
、
結
局
後
鳥
羽
院
の
歌
を
一
首
も
入
集
さ
せ
ず
に
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
定
家
自
身
の
苦
衷
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
千
載
集
』
を
撰
し
て
い
た
と
き
、
俊
成
は
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
い

う
形
で
は
あ
れ
、
平
家
歌
人
の
歌
を
五
首
入
集
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
定
家
は
『
新
勅
撰
集
』
の
中
に
後
鳥
羽
院
の
歌
を
た
だ
の
一
首

も
入
集
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
雑
歌
二
の
巻
軸
に
後

鳥
羽
院
に
対
す
る
忠
誠
を
詠
ん
だ
実
朝
の
歌
を
詞
書
を
変
え
て
ひ
そ
か
に

配
し
、
そ
の
実
朝
の
歌
と
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
鳥
羽
院
の
歌

を
入
集
さ
せ
得
な
か
っ
た
自
分
の
思
い
を
冒
頭
に
配
す
る
、
定
家
は
そ
の

-19 -



3
 

2
 

『
新
勅
撰
和
歌
集
』
久
曾
神
昇
・
樋
口
芳
麻
呂
両
氏
校
訂
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
（
岩
波

文
庫
昭
和
三
十
一
年
四
月
）
（
底
本
冷
泉
家
旧
蔵
藤
原
為
家
筆
藤
原
定
家
自
筆

職
語
本
）
を
用
い
た
。

谷
山
茂
著
作
集
六
『
平
家
の
歌
人
た
ち
』
「
第
一
章
平
家
の
歌
人
た
ち
」
（
角
川
書

店
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
）
に
よ
る
。

生
澤
喜
美
恵
氏
「
『
新
勅
撰
集
』
の
詞
書
と
巻
頭
歌
1

藤
原
定
家
の
撰
者
意
識
を
め

注

よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
、
『
新
勅
撰
集
』
に
後
鳥
羽
院
へ
の
思
い
を
暗
示
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
定
家
は
『
新
勅
撰
集
』
の
中
に
「
寿
永
」
と
い
う
時
代
を
記
し
、

『
千
載
集
』
で
父
が
成
し
得
な
か
っ
た
こ
と
と
今
自
分
が
成
し
得
な
い
で

い
る
こ
と
と
を
重
ね
合
わ
せ
、
父
が
成
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
成
し
遂
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
自
分
が
で
き
な
い
で
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
後
鳥
羽

院
の
歌
を
入
集
さ
せ
る
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
い
と
い
う
思
い
を
そ
こ
に
表

出
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
新
勅
撰
集
』
は
勅
撰
集
で
あ
る
。
撰
者
で
あ
る
定
家
が
自
分
の
意
の

ま
ま
に
編
集
で
き
る
集
で
は
な
い
。
事
実
、
『
新
勅
撰
集
』
に
は
承
久
の
乱

に
関
わ
っ
た
三
上
皇
の
歌
が
一
首
も
入
集
し
て
い
な
い
こ
と
の
他
は
、
他

の
勅
撰
集
に
比
べ
て
違
和
感
を
生
じ
さ
せ
る
要
素
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
『
千
載
集
』
に
俊
成
が
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
平
家
歌
人
の

歌
を
五
首
入
集
さ
せ
た
よ
う
に
、
定
家
も
、
帝
や
時
の
権
力
者
の
意
向
に

逆
ら
う
こ
と
な
く
、
し
か
し
同
時
に
、
権
力
者
に
迎
合
す
る
こ
と
も
な
く
、

『
新
勅
撰
集
』
の
中
に
後
鳥
羽
院
の
歌
を
入
集
さ
せ
た
か
っ
た
と
い
う
自

分
の
思
い
を
込
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
平
成
六
年
筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会
大
会
に
お
い
て

口
頭
発
表
し
た
も
の
を
再
考
し
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

発
表
の
後
多
く
の
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借

り
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

7
 

6
 

5
 

4
 

（
筑
波
大
学
大
学
院

博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科

ぐ
っ
て
ー
」
（
『
百
舌
鳥
国
文
』
昭
和
六
十
二
年
十
月
）
の
中
で
氏
は
、
「
き
」
と
「
け

り
」
の
意
味
を
詳
細
に
分
析
さ
れ
、
「
『
新
古
今
集
』
に
お
い
て
、
詞
書
の
中
で
の
「
き
」

は
撰
者
を
明
ら
か
に
す
る
機
能
を
与
え
ら
れ
た
が
、
『
新
勅
撰
集
』
に
お
い
て
定
家
は

自
身
の
歌
に
は
「
き
」
を
用
い
ず
、
『
千
載
集
」
撰
集
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
表
す
た
め

に
の
み
用
い
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

深
津
睦
夫
氏
「
勅
撰
和
歌
集
の
詞
書
に
お
け
る
「
き
」
と
「
け
り
」
」
（
『
後
藤
重
郎
教

授
停
年
退
官
記
念
国
語
国
文
学
論
集
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
昭
和
五
十
九
年
四

月
）
の
中
で
氏
は
、
「
「
き
」
の
用
例
は
わ
ず
か
二
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ

れ
は
ミ
ス
で
あ
り
、
撰
者
と
し
て
は
原
則
的
に
は
全
体
を
「
け
り
」
で
統
一
す
る
つ

も
り
だ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
」
と
、
定
家
が
「
自
分
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
つ
い
犯
し
て
し
ま
っ
た
ミ
ス
」
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。

そ
れ
ら
の
説
に
つ
い
て
は
、
及
川
敬
一
氏
「
太
上
天
皇
御
書
下
預
時
歌
」
（
『
国
語
国

文
研
究
」
昭
和
四
十
二
年
九
月
）
に
、
佐
々
木
信
綱
、
小
林
好
日
、
松
村
英
一
、
川

田
順
各
氏
等
の
論
の
詳
細
な
整
理
と
ご
考
察
が
あ
る
。

荒
木
尚
氏
「
新
勅
撰
和
歌
集
雑
歌
二
覚
書
ー
そ
の
内
容
と
構
成
ー
」
（
『
軍
記
物
と
そ

の
周
辺
佐
々
木
八
郎
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
昭
和
四
十

四
年
三
月
）

石
田
吉
貞
氏
「
新
勅
撰
集
の
成
立
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
六
年
七
月
・
『
新
古
今

世
界
と
中
世
文
学
（
上
）
』
北
沢
図
書
出
版
昭
和
四
十
七
年
六
月
）

日
本
文
学
）
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