
藤
原
家
隆
は
、
定
家
に
比
し
た
時
、
「
明
月
記
」
に
あ
た
る
よ
う
な
、
直

接
的
資
料
に
欠
け
る
た
め
に
、
そ
の
生
活
と
心
情
の
わ
か
り
に
く
い
存
在

で
あ
る
。
和
歌
作
品
に
対
す
る
研
究
も
、
新
古
今
集
成
立
直
後
ま
で
と
見

合
せ
る
と
、
順
徳
朝
前
期
の
こ
ろ
（
建
暦
・
建
保
初
年
）
の
和
歌
に
関
し

て
の
解
明
の
余
地
は
少
な
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
。

本
稿
は
、
こ
の
時
期
の
和
歌
作
品
に
よ
っ
て
、
家
隆
は
、
自
己
の
不
遇

を
強
く
人
々
に
訴
え
て
い
た
こ
と
と
そ
の
内
容
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
背
景

を
な
し
て
い
た
、
家
隆
の
貴
族
社
会
の
一
人
と
し
て
の
状
況
の
解
明
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
な
和
歌
作
品
と
し
て
は
、
建
保
三
年
の
「
内

大
臣
家
百
首
・
内
家
名
所
百
首
」
が
、
対
象
と
な
る
。
た
だ
し
、
本
稿
は

こ
れ
ら
の
和
歌
の
一
面
を
示
し
た
も
の
で
、
表
現
等
の
こ
と
が
ら
に
は
、

紙
幅
の
か
か
わ
り
も
あ
り
、
あ
ま
り
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か

(
l
)
 

じ
め
申
し
述
べ
て
お
き
た
い
。

同
様
の
研
究
が
、
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
松
井
静
子
氏
は
、
精
力
的
か
つ
継
続
的
に
家
隆
和
歌
の
研
究
を
行
わ

(
2
)
 

れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
の
「
家
隆
と
『
憂
き
世
』
」
で
氏
は
、
「
家
隆

喜

久

雄

の
感
じ
た
憂
き
世
と
は
何
か
」
を
、
百
首
数
な
ど
の
定
数
歌
の
晴
れ
の
和

歌
行
事
の
雑
．
述
懐
部
か
ら
、
家
隆
の
年
齢
の
推
移
に
応
じ
て
、
読
み
と

る
こ
と
を
試
み
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
松
井
氏
は
、
「
内
大
臣
家
百

首
」
の
五
首

581

お
も
ふ
こ
と
や
ま
は
ふ
じ
の
ね
と
し
を
へ
て
か
し
ら
の
ゆ
き
ぞ
ふ
り

ま
さ
り
ゆ
く

582

け
ふ
も
う
し
昨
日
も
つ
ら
し
あ
す
か
が
は
身
の
い
た
づ
ら
に
月
日
か

ぞ
へ
て

583

わ
か
の
う
ら
や
た
つ
う
は
な
み
の
あ
と
を
だ
に
お
き
を
ふ
か
め
て
見

し
人
ぞ
な
き

584

日
の
光
や
ぶ
し
分
き
け
り
い
た
づ
ら
に
我
身
時
雨
の
ふ
る
里
の
秋

585

た
ら
ち
ね
の
親
の
ま
も
り
も
わ
か
れ
に
し
う
き
世
の
関
も
出
で
が
て

の
身
や

よ
り
、
老
い
の
嘆
き

(581)
・
和
歌
界
で
の
孤
独

(583)
・
「
親
を
孝
養
す
る(

3
)
 

務
め
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
の
に
「
出
離
」
で
き
ぬ
嘆
き

(585)

な
ど
を
読
み
と
ら
れ
た
。
ま
た
、
建
永
元
（
暉
）
年
「
卿
相
侍
臣
嫉
妬
歌
合
」

と
の
対
比
の
上
で
「
内
大
臣
家
百
首
」
の
五
首
を
、
「
あ
ま
り
に
私
情
を
織

り
込
み
す
ぎ
て
い
る
」
と
も
評
さ
れ
て
も
い
る
。

名

「
内
大
臣
家
百
首
」
・
「
内
裏
名
所
百
首
」
を
中
心
と
し
て

建
暦
・
建
保
前
半
の
藤
原
家
隆
の
一
面

子
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こ
れ
ら
の
詠
に
は
家
隆
の
嘆
き
が
露
わ
な
姿
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
氏
の
論
ず
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
氏
も
触
れ
ら
れ
た
が
、
十

二
年
前
に
、
後
鳥
羽
院
の
三
度
百
首
と
し
て
初
め
企
画
さ
れ
た
「
千
五
百

番
歌
合
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
思
い
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
は
、

巻
軸
の

500

う
き
な
が
ら
あ
れ
ば
ぞ
あ
へ
る
君
が
代
に
か
ず
し
ら
ず
と
も
身
を
ば

い
と
は
じ

が
指
摘
し
う
る
に
止
ま
る
こ
と
に
較
べ
る
と
、
あ
ま
り
の
落
差
の
大
き
さ

を
感
じ
ざ
る
を
え
ま
い
。
「
千
五
百
番
歌
合
」
の
家
隆
詠
に
は
、
久
保
田
淳

(
4
)
 

氏
の
評
言
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
も
手
が
か
り
と
し
て
考
え
合
せ
る
と
、
「
内

大
臣
家
百
首
」
の
こ
れ
ら
の
歌
は
、
述
懐
題
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

実
に
様
変
り
し
、
自
己
の
嘆
き
を
様
々
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
家
隆
の
思
い
が
託
さ
れ
た
歌
は
、
他
の
部
立

に
も
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
季
部
に
お
い
て
も

春

栽

花

510

移
し
植
う
る
齢
は
老
い
ぬ
八
重
桜
知
ら
ぬ
命
の
春
ぞ
ま
れ
な
る

夏

初

郭

公

518

今
年
な
ほ
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
時
鳥
あ
れ
ば
あ
ふ
世
の
老
の
初
音
は

冬

歳

暮

550

む
か
ふ
べ
き
春
の
残
り
の
末
の
か
げ
身
に
あ
ら
た
ま
の
年
も
少
な
し

と
、
自
己
の
老
残
を
嘆
き
、

夏

故

郷

橘

故
郷
は
五
月
も
し
の
に
い
と
ま
あ
れ
ど
花
橘
を
訪
ふ
人
も
な
し

秋

嶋

月

心
か
ら
ま
が
き
の
島
の
松
と
だ
に
都
に
告
げ
よ
塩
が
ま
の
月

冬

水

郷

寒

薦

544

大
井
川
入
江
の
あ
し
の
霜
が
れ
に
残
る
も
寒
き
松
の
色
か
な

と
、
自
己
の
孤
独
を
詠
い
、

秋

谷

鹿

530

春
日
山
谷
が
く
れ
行
く
鹿
の
音
も
春
な
き
秋
の
身
を
や
恨
む
る

冬

深

夜

霰

549

長
き
夜
は
霰
乱
れ
て
降
り
に
け
り
玉
の
緒
と
け
て
夢
も
結
ば
ず

と
、
苦
し
み
を
訴
え
、

秋

古

寺

紅

葉

539

紅
葉
す
る
雲
の
林
も
時
雨
る
な
り
我
ぞ
わ
び
人
た
の
む
影
な
し

の
よ
う
に
、
頼
る
存
在
の
い
な
い
こ
と
な
ど
を
、
手
を
変
え
品
を
変
え
つ

つ
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
流
れ
は
四
季
部
に
留
ま
ら
な
い
。
神
祇
．
釈
教
各
五
首

の
中
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
詠
作
が
あ
る
。

神

祇

賀

茂

千
早
ふ
る
そ
の
か
み
山
の
木
棉
だ
す
き
か
け
て
た
の
み
し
ほ
ど
は
過

ぎ
に
き

春
日

春
の
日
に
ま
だ
霜
が
れ
の
思
ひ
草
思
ふ
心
は
神
ぞ
知
る
ら
ん

住
吉

む
つ
ま
じ
き
道
を
ぞ
た
ど
る
す
み
よ
し
の
神
も
あ
は
れ
と
み
づ
が
き

の
松

595 594 593 532 523 
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593
で
は
、
賀
茂
の
神
に
対
し
て
、
自
分
が
頼
み
を
か
け
続
け
た
期
待
の

外
れ
た
こ
と
を
難
じ
て
い
る
。

594.595
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
氏
神
で
あ
る
春

日
社
、
和
歌
の
神
で
あ
る
住
吉
神
に
、
卑
小
な
存
在
で
あ
る
自
己
の
現
状

を
訴
え
つ
つ
恩
寵
を
期
待
し
て
い
る
。
潤
で
は
、
笠
置
寺
の
本
尊
で
あ
る

弥
勒
仏
の
仏
徳
を
讃
歎
す
る
形
に
は
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
わ
び
人
」

は
家
隆
で
あ
ろ
う
か
ら
、
屈
折
し
た
形
で
家
隆
の
悲
し
い
思
い
の
反
映
し

た
作
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

話
題
を
転
じ
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
来
た
「
内
大
臣
家
百
首
」
で
示
さ

れ
た
、
「
暗
い
思
い
」
と
で
も
称
す
べ
き
家
隆
の
心
情
は
、
何
に
基
づ
く
も

の
か
を
考
え
た
い
。

理
由
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
百
首
の
主
催
者
で
あ
る

道
家
に
自
己
の
穏
や
か
な
ら
ぬ
現
状
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
と
は
い
え
、
こ
れ
で
は
、
家
隆
の
立
っ
て

い
た
状
況
へ
の
配
慮
が
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
時
に
、
家
隆

は
、
道
家
に
何
の
理
由
が
あ
っ
て
自
分
の
嘆
き
・
悲
し
み
を
知
ら
し
め
よ

う
と
し
た
か
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

結
論
的
な
こ
と
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
、
道
家
の
家
隆
と
の
関
係
は
、
久

(
5
)
 

保
田
淳
氏
の
示
唆
が
あ
る
が
建
保
初
年
ま
で
は
道
家
と
定
家
の
関
係
と
比

し
た
時
、
異
っ
た
も
の
、
言
い
か
え
れ
ば
、
縁
の
う
す
い
も
の
で
あ
っ
た

釈

教

弥

勒

訓
わ
び
人
の
涙
の
雨
も
あ
ら
じ
か
し
笠
置
の
山
の
法
の
朝
日
は

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
こ
れ
を
家
隆
と
九
条
家
と
の
関
係
と
言
い
換
え

て
も
良
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
）

元
久
三
（
暉
）
年
三
月
の
良
経
の
急
逝
の
後
、
歌
人
た
ち
は
そ
れ
を
悲
し

み
、
和
歌
の
贈
答
を
行
っ
て
い
る
。
家
隆
も
定
家
と
の
間
に

霞
き
の
ふ
ま
で
か
げ
と
た
の
み
し
桜
花
一
夜
の
夢
の
春
の
山
風定

家

返
し

加
悲
し
さ
の
昨
日
の
夢
に
比
ぶ
れ
ば
移
ろ
ふ
花
も
け
ふ
の
山
風

(
6
)
 

の
贈
答
を
行
い
、
更
に
「
五
六
日
あ
り
て
」
十
首
ず
つ
の
贈
答
を
行
っ
た

こ
と
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
周
知
の
こ
と
と
は
思
わ
れ
る
が
、
定
家
と
九
条
家

と
の
関
わ
り
に
は
大
き
な
変
化
は
な
く
、
浅
か
ら
ぬ
関
係
が
続
く
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
「
三
長
記
」
同
年
四
月
十
二
日
条
で
は
、
定
家
が
、
前
日
笠

置
寺
に
お
い
て
貞
慶
を
導
師
と
し
て
、
良
経
の
追
善
供
養
を
行
っ
た
こ
と

が
定
家
の
口
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。

(
7
)
 

一
年
後
、
定
家
は
慈
円
と
懐
旧
の
贈
答
を
交
し
、
そ
こ
に
至
っ
た
経
緯

は
わ
か
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
「
拾
遺
愚
草
」
無
常
に
は
、
さ
ら
に
、

承
元
四
年
三
月
七
日
左
大
将
殿
（
道
家
）
へ

靡
お
く
れ
じ
と
し
た
ひ
し
月
日
う
き
な
が
ら
け
ふ
も
つ
れ
な
く
め
ぐ
り

あ
ひ
つ
つ

返
し

闊
か
す
み
に
し
け
ふ
の
月
日
を
へ
だ
て
て
も
な
ほ
悌
の
立
ち
ぞ
は
な
れ

ぬ

と
、
道
家
と
の
五
年
後
の
祥
月
命
日
の
贈
答
が
残
さ
れ
て
い
て
、
定
家
の

良
経
没
後
の
道
家
へ
の
同
情
の
念
が
時
の
流
れ
に
薄
ら
ぐ
こ
と
な
く
続
い
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て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
「
内
大
臣
家
百
首
」
の
巻
頭
歌
で
も
、
定
家
は

皿
う
ぐ
ひ
す
も
ま
だ
出
で
や
ら
ぬ
春
の
雲
今
年
と
も
言
は
ず
山
風
ぞ
ふ

（
早
春
）

(
8
)
 

と
、
「
和
漢
朗
詠
集
」
春
・
鶯
の

鶯
未
出
号
遺
賢
在
谷

に
よ
っ
て
、
九
条
家
に
摂
関
の
座
の
廻
り
来
ぬ
こ
と
を
道
家
と
と
も
に
嘆

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
百
首
中
「
神
祇
五
首
」
中
の
「
伊
勢
」

題
で
も
、

血
身
を
知
れ
ば
祈
る
に
は
あ
ら
で
頼
み
来
し
五
十
鈴
河
波
あ
は
れ
か
け

け
り

と
、
二
十
年
前
、
建
久
六
（
暉
）
年
の
良
経
の
伊
勢
へ
の
公
卿
勅
使
と
し
て

(
9
)
 

の
下
向
の
供
を
し
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
良
経
へ
の
思
い
が
薄
ら
ぐ

こ
と
の
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

目
を
転
じ
、
記
録
類
を
た
よ
り
に
、
建
保
期
に
至
る
ま
で
の
道
家
家
の

文
事
を
た
ど
っ
て
も
、
定
家
の
九
条
家
に
お
け
る
地
位
が
、
う
か
が
え
る

と
考
え
る
。

主
な
文
事
を
挙
げ
る
に
止
め
る
が
、
道
家
主
催
の
文
事
は
、
承
元
二
（
暉
）

年
六
月
四
日
（
道
家
16
歳
）
の
「
初
度
作
文
和
歌
会
」
に
始
ま
る
よ
う
で

あ
る
。
「
明
月
記
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
メ
ン
バ
ー
は
、
詩
が
、
序
者
で

も
あ
る
菅
原
為
長
、
講
師
が
藤
原
孝
範
、
そ
の
他
に
藤
原
親
経
•
藤
原
長

兼
（
和
歌
の
読
師
も
か
ね
る
）
、
主
催
者
側
と
し
て
道
家
・
教
家
が
知
ら
れ

る
。
和
歌
は
、
講
師
と
し
て
藤
原
宣
房
が
知
ら
れ
る
の
み
に
止
ま
る
。
定

家
自
身
の
関
与
は
、
い
ま
ひ
と
つ
わ
か
り
に
く
い
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な

詳
し
い
情
報
が
す
ぐ
さ
ま
耳
に
入
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。

次
い
で
、
建
暦
二
（
皿
）
年
七
月
二
十
三
日
「
内
大
臣
道
家
家
詩
歌
合
」

に
注
意
し
た
い
。
久
保
田
氏
の
興
味
深
い
、
五
月
十
一
日
の
内
裏
詩
歌
合

の
影
響
か
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
の
参
加
メ
ン
バ
ー
は
、
二
十
一
名
ほ

ど
と
推
測
さ
れ
る
。
同
じ
く
、
久
保
田
氏
の
指
摘
で
は
、
そ
の
中
に
家
隆

(10) 

も
、
隆
祐
も
参
加
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
有
家
が
参
加
し
て
い
る
こ
と

を
考
え
合
せ
る
と
不
可
思
議
な
人
撰
と
も
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
そ
の
経

緯
に
も
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

「
明
月
記
」
に
よ
っ
て
流
れ
を
追
え
ば
、
七
月
十
七
日
に
、
ま
ず
道
家

よ
り
「
二
十
三
日
に
作
文
和
歌
会
が
あ
る
」
こ
と
を
示
さ
れ
る
。
か
つ
、

光
家
・
為
家
の
出
詠
も
求
め
ら
れ
た
ら
し
く
、
定
家
は
一
応
辞
し
た
が
許

さ
れ
な
い
。
二
十
日
に
は
、
歌
題
の
撰
定
を
行
っ
た
後
、
雅
経
に
示
す
べ

き
こ
と
を
具
申
す
る
。
当
日
は
、
文
事
の
前
に
「
御
歌
を
賜
り
て
見
る
に

(11) 

難
な
し
」
と
道
家
の
和
歌
を
内
見
し
て
い
る
。
道
家
家
の
文
事
に
お
け
る

定
家
の
地
位
は
、
こ
の
記
事
か
ら
想
像
す
れ
ば
、
決
し
て
軽
々
し
い
も
の

で
は
あ
り
え
ま
い
。

さ
ら
に
、
建
保
元
（
血
）
年
九
月
十
三
夜
「
道
家
家
歌
合
」
に
も
注
意
し

た
い
。
小
規
模
な
行
事
で
は
あ
る
が
、
参
加
者
（
知
家
・
兼
隆
・
光
家
・

季
忠
）
の
中
に
、
定
家
の
子
息
（
光
家
）
や
門
弟
（
知
家
）
が
入
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
も
、
定
家
の
九
条
家
内
で
の
位
置
が
暗
示
さ
れ
て

い
よ
う
。

と
す
る
と
、
良
経
没
後
も
道
家
の
成
長
と
と
も
に
九
条
家
の
文
事
は
行

わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
作
文
は
、
親
経
・
長
兼
に
代
表
さ
れ
る
父
・

良
経
以
来
の
儒
臣
た
ち
、
和
歌
は
、
俊
成
以
来
の
御
子
左
家
の
人
々
（
そ

れ
に
清
輔
以
来
の
六
条
家
を
加
え
る
こ
と
も
可
能
か
）
に
よ
り
支
え
ら
れ

続
け
て
来
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
別
の
観
点
に
立
て
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こ
れ
ま
で
、
良
経
没
後
の
定
家
と
家
隆
の
九
条
家
に
対
し
て
の
立
場
の

変
化
を
考
え
て
来
た
が
、
そ
の
原
因
の
―
つ
に
は
、
そ
も
そ
も
の
家
隆
の

立
場
・
家
系
な
ど
に
由
来
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

事
新
し
く
説
く
事
で
は
な
い
が
、
家
隆
の
父
光
隆
は
、
後
白
河
院
に
近

い
人
物
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
光
隆
の
姉
妹
を
見
る
と
、
閑
院
流
の

公
教
室
と
な
り
、
後
に
白
河
院
女
御
と
な
る
宗
子
を
生
ん
だ
女
性
、
大
炊

御
門
経
宗
室
と
な
り
、
頼
実
母
と
な
る
女
性
に
注
意
が
行
く
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
光
隆
弟
定
隆
の
女
子
は
、
従
兄
弟
頼
実
の
妻
と
な
り
、
後
の
土

御
門
中
宮
陰
明
門
院
麗
子
を
生
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
閑
院
流
や
大
炊

御
門
流
に
近
い
家
系
で
あ
り
、
天
皇
で
言
え
ば
、
後
白
河
法
皇
に
近
い
と

言
う
べ
き
だ
が
、
そ
の
崩
御
の
後
は
、
頼
実
が
卿
二
品
兼
子
と
結
婚
し
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
土
御
門
系
の
人
々
た
ち
と
、
言
い
え
よ
う
。

す
で
に
有
吉
保
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
家
隆
の
任
官
昇
叙
の
因
を
「
公

卿
補
任
」
に
探
れ
ば
、
そ
も
そ
も
の
叙
爵
が
「
女
御
宗
子
給
」
な
の
で
あ

る
。
ま
た
正
治
三
（
血
）
年
正
月
の
、
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
際
と
、
元

(13) 

久
二
（
闊
）
年
正
月
に
従
四
位
上
に
昇
っ
た
時
に
は
「
皇
后
宮
（
麗
子
）
当

年
御
給
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

四

ば
、
こ
れ
ま
で
の
行
事
は
道
家
に
と
っ
て
は
、
い
ま
だ
習
作
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
と
も
言
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
九
条
家
に
親
近
す
る
人
々
に
よ

る
行
事
の
段
落
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

か
よ
う
に
推
測
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
行
事
に
重
い
地
位
を
占
め

る
定
家
と
参
加
の
形
跡
の
う
か
が
え
な
い
家
隆
の
間
に
は
、
九
条
家
に
対

し
て
の
親
疎
の
違
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

そ
の
他
の
昇
任
な
ど
で
留
意
す
べ
き
は
、
父
か
ら
の
庇
護
で
あ
ろ
う
。

安
元
二
（
暉
）
年
正
月
の
任
侍
従
に
は
「
光
隆
卿
辞
治
部
卿
任
之
」
と
あ
る
。

文
治
元
（
暉
）
年
十
二
月
に
越
中
守
の
職
に
就
い
た
時
に
も
、
「
兼
侍
従
。
止

平
親
季
任
之
。
前
治
部
卿
光
隆
卿
給
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
．

こ
の
よ
う
に
見
て
行
け
ば
、
家
隆
の
拠
っ
て
立
つ
人
々
が
ど
の
よ
う
な

人
々
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
建
暦
・
建
保
の
頃
に
は
、
家
隆
に
庇
護

を
加
え
う
る
状
況
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

(14) 

女
御
宗
子
は
、
後
白
河
の
寵
愛
の
厚
か
ら
ぬ
女
性
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、

承
安
三
（
血
）
年
六
月
に
二
十
七
歳
で
出
家
し
て
い
る
。
寛
喜
三
（
皿
）
年
ま

で
生
き
る
が
、
そ
の
出
家
後
の
人
生
は
華
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考

え
に
く
い
の
で
あ
る
。

麗
子
も
、
承
元
三
（
暉
）
年
三
月
、
道
家
姉
立
子
に
東
宮
（
順
徳
）
御
息

所
と
な
ら
れ
、
さ
ら
に
、
翌
四
（
血
）
年
十
一
月
土
御
門
上
皇
の
譲
位
を
迎

え
る
こ
と
と
な
る
。

父
光
隆
は
、
建
仁
元
（
皿
）
年
八
月
に
、
妻
雅
隆
女
も
、
建
仁
三
（
国
）
年

夏
に
没
し
て
い
る
。
光
隆
没
後
の
一
族
の
中
心
人
物
と
も
見
ら
れ
る
岳
父

で
兄
の
雅
隆
も
、
建
保
元
（
四
）
年
九
月
に
出
家
し
て
い
る
。
実
に
家
隆
を

護
り
盛
り
立
て
る
べ
き
人
々
が
、
次
か
ら
次
へ
と
消
え
去
っ
て
行
く
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
援
助
を
与
え
た
か
は
、
わ
か
ら
ぬ
が
従

兄
弟
に
あ
た
る
頼
実
も
、
建
保
四
（
暉
）
年
正
月
に
出
家
す
る
。

建
保
初
年
に
家
隆
の
置
か
れ
た
状
況
は
、
こ
の
よ
う
に
極
め
て
厳
し
い

も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
家
隆
の
も
と
に
、
道
家
が
九
条
家
の
伝
統
の
雅
事
の
正
式

な
再
開
の
報
が
告
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
定
家
に
比
肩
さ
る
べ
き
存
在
で
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655 625 あ
る
家
隆
へ
の
出
詠
要
請
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
、
家

隆
は
こ
の
機
を
生
か
す
こ
と
を
思
量
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
六
」
に

詳
し
い
が
、
こ
れ
ま
で
、
人
に
訴
え
か
け
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い

思
い
を
、
順
徳
天
皇
の
下
で
い
ず
れ
枢
要
の
臣
と
な
る
は
ず
の
道
家
に
知

っ
て
も
ら
お
う
と
し
て
も
、
何
の
不
思
議
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
心
情
が
、
雑
五
首
以
外
に
も
自
己
の
思
い
を
反
映
さ
せ
る

述
懐
的
作
品
を
読
ま
せ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
「
内
大
臣
家
百
首
」
を
検
討
し
て
来
た
が
、
ほ
ぼ
同
時
平
行

的
に
行
わ
れ
た
「
内
裏
名
所
百
首
」
に
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
こ
と
が
ら

は
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
内
裏
名
所
百
首
」
は
、
後
代
、
「
正
徹
物
語
・
下
」
で

初
心
の
人
可
可
を
詠
む
べ
か
ら
ず

と
、
評
さ
れ
た
ご
と
く
、
名
所
詠
ゆ
え
の
本
意
の
制
約
が
あ
り
、
さ
ら
に
、

各
名
所
が
各
部
立
に
配
列
さ
れ
る
と
い
う
二
重
の
制
約
の
た
め
に
、
詠
出

し
づ
ら
い
組
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
家
隆
の
、
以
下
の
諸
作
に

は
、
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

夏

伊

香

保

沼

五
月
雨
に
い
か
ほ
の
沼
の
あ
や
め
草
け
ふ
の
五
日
と
誰
か
引
く
ら
ん

冬

田

蓑

嶋

〈
み
〉

霜
う
づ
む
た
み
の
の
島
に
す
む
た
づ
の
名
に
は
か
く
れ
ぬ
袖
や
冴
ゆ

ら
ん

有
乳
山

五

二
三
の
作
を
挙
げ
て
、
他
の
歌
人
た
ち
の
詠
と
比
し
て
み
れ
ば
、
家
隆

の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

657
「
あ
ら
ち
山
」
の
詠
で
、
他
歌
人
た
ち
は
、
多
く
、

新

古

今

、

冬

人

麿

657

や
た
の
の
に
あ
さ
ぢ
色
づ
く
あ
ら
ち
山
峰
の
あ
は
雪
さ
む
く
ぞ
あ
る

ら
し

698 693 692 690 689 684 681 657 

あ
ら
ち
山
ち
り
か
ひ
く
も
り
花
と
見
る
雪
に
老
ら
く
道
や
ま
ど
は
む

雑

吉

野

河

よ
し
の
川
よ
し
や
世
の
中
は
や
き
瀬
に
た
え
ね
ば
こ
そ
は
け
ふ
ま
で

も
経
れ還

山

た
の
め
て
も
ま
つ
て
ふ
道
に
か
へ
る
山
何
ぞ
は
あ
り
て
人
の
行
ら
ん

吹
飯
浦

い
た
づ
ら
に
を
の
が
ふ
け
ゐ
の
浦
な
れ
て
子
を
思
ふ
た
づ
の
い
ふ
か

ひ
も
な
し

布
引
滝

干
し
あ
へ
ぬ
わ
れ
ぞ
わ
が
世
の
袖
に
か
る
濡
れ
て
久
し
き
布
引
の
滝

玉
河
の
里

多
摩
川
に
さ
ら
す
手
づ
く
り
さ
ら
に
世
を
た
の
む
日
か
げ
の
あ
は
れ

す
ぎ
ゆ
く

生
浦

い
た
づ
ら
に
身
は
花
咲
か
ぬ
桜
麻
の
を
ふ
の
浦
な
み
六
十
越
え
め
や

若
浦

わ
か
の
浦
の
神
に
書
き
や
る
藻
塩
草
心
に
な
び
く
手
向
と
も
が
な
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に
依
拠
し
て
、
そ
の
厳
冬
の
風
情
を

661

冬
の
夜
の
峯
の
あ
ら
し
や
あ
ら
ち
山
雪
よ
り
か
か
る
野
辺
の
浅
ぢ
ふ

順
徳
院

666

タ
ぐ
れ
は
風
の
け
し
き
も
あ
ら
ち
山
ふ
も
と
の
山
の
の
べ
も
あ
は
雪

ぞ

ふ

る

兵

衛

内

侍

な
ど
と
詠
じ
て
い
る
。
家
隆
一
人
、
そ
れ
に

古

今

・

賀

業

平

349

桜
花
散
り
か
ひ
く
も
れ
老
ら
く
の
来
ん
と
い
ふ
な
る
道
ま
が
ふ
が
に

を
、
加
味
し
て
嘆
老
の
人
事
詠
に
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
せ
ざ
る
を
え

な
い
。ま

た
「
玉
河
里
」
で
は

卿
日
に
み
が
き
風
に
み
が
け
る
光
か
な
の
ど
か
に
す
め
る
玉
河
の
里

順
徳
院

あ
き
ら
け
き
御
代
の
光
に
久
か
た
の
月
か
げ
き
よ
き
玉
河
の
里

行
能

の
よ
う
に
、
治
世
を
讃
え
る
も
の
の
他
に

暉
天
の
原
雲
の
波
間
に
み
が
き
出
で
て
月
ぞ
や
ど
れ
る
玉
河
の
里

家
衡

岬
光
さ
す
里
を
尋
ね
て
す
む
月
の
影
を
み
が
け
る
玉
河
の
里

俊
成
卿
女

の
よ
う
に
、
月
と
玉
を
と
り
合
わ
せ
た
も
の
な
ど
が
主
流
を
占
め
る
に
対

し
て
、
家
隆
は
、
万
葉
歌
（
巻
十
四
・
爛
）
「
玉
川
に
さ
ら
す
調
布
さ
ら
さ

ら
に
何
ぞ
こ
の
児
の
こ
こ
だ
か
な
し
き
」
に
依
っ
て
、
自
己
に
与
え
ら
れ

る
は
ず
の
貴
人
（
天
皇
・
院
）
の
恩
寵
が
い
ま
だ
及
ん
で
い
な
い
こ
と
を

嘆
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
題
で
範
宗
が

1103 

暉
時
わ
か
ぬ
身
は
い
つ
と
て
も
こ
の
花
の
袖
に
露
け
き
玉
河
の
里

と
、
自
身
の
憂
き
身
で
あ
る
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
こ
と
に
も
目
は
及
ぶ
の

だ
が
、
一
連
の
歌
群
の
中
で
家
隆
歌
は
、
依
拠
す
る
詠
が
異
な
る
こ
と
も

あ
り
、
異
質
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

順
序
は
戻
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
行
け
ば
「
田
蓑
嶋
」

に
も
目
を
留
め
ざ
る
を
え
ま
い
。
（
底
本
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
は
「
た
づ
」
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
新
編
国
歌
大
観
」
第
四
巻
に
よ
っ
て
「
た

み
」
で
な
け
れ
ば
、
五
句
目
「
袖
」
と
照
応
し
な
い
で
あ
ろ
う
）
他
歌
人

た
ち
は
、古

今

集

雑

上

よ

み

人

し

ら

ず

913

難
波
潟
潮
み
ち
く
ら
し
あ
ま
衣
た
み
の
の
島
に
た
づ
鳴
き
渡
る

貫
之

918

雨
に
よ
り
た
み
の
の
島
を
け
ふ
行
け
ば
名
に
は
か
く
れ
ぬ
も
の
に
ぞ

あ
り
け
る

に
依
存
し
つ
つ

650

難
波
潟
た
み
の
の
島
に
鳴
く
鶴
の
霜
を
重
ぬ
る
長
き
夜
の
声

行
意

あ
ま
衣
田
蓑
の
島
に
た
づ
ぞ
な
く
難
波
の
あ
し
の
さ
や
ぐ
霜
夜
に

家
衡

と
、
「
霜
夜
」
と
「
鶴
」
を
と
り
合
せ
た
り
、

651

お
き
あ
か
す
霜
ぞ
か
さ
な
る
旅
衣
た
み
の
の
島
は
来
て
も
か
ひ
な
し

定
家

657

旅
人
の
は
ら
ふ
た
も
と
も
白
妙
の
田
蓑
の
島
の
雪
の
曙
知
家

と
、
旅
人
の
立
場
と
な
っ
た
歌
や
、
風
景
の
中
に
旅
人
を
登
場
さ
せ
、
そ

の
労
苦
や
冬
景
色
を
詠
ず
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
隆
の
場

652 
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合
は
、
や
や
事
情
を
異
に
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
詠
作
も
、
他

作
の
如
く
田
蓑
嶋
の
冬
景
色
を
詠
ん
で
は
い
る
が
、
そ
の
中
で
霜
夜
の
苦

を
嘆
ず
る
の
は
、
「
田
蓑
島
の
民
」
な
の
で
あ
る
。

「
平
家
物
語
」
巻
六
・
紅
葉
の
、
高
倉
帝
の
歎
き
を
想
起
す
れ
ば
、
民

草
を
寒
凍
の
苦
の
下
に
置
く
こ
と
は
、
天
子
の
失
徳
・
失
政
の
故
な
の
で

あ
る
。
家
隆
に
し
て
み
れ
ば
「
民
」
す
な
わ
ち
家
隆
自
身
で
あ
り
、
自
己

の
日
の
当
た
ら
ぬ
こ
と
を
歌
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、

承
久
二
（
闘
）
年
に
、
後
鳥
羽
院
を
定
家
が
激
怒
せ
し
め
た
事
件
を
思
い
合

わ
せ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
表
現
態
度
は
、
危
険
な
も
の
も
招
き
か
ね
な
い

と
言
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
家
隆
の
「
暗
い
思
い
」
は
、
そ
れ
ほ

ど
に
切
迫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
ま
で
に
説
い
て
来
た
こ
と
に
立
脚
す
れ
ば
、
一
見
し
た
所
で
は
、

叙
景
歌
か
と
思
わ
せ
る

冬

住

吉

浦

563

す
み
よ
し
と
あ
ま
も
や
言
は
ぬ
浦
風
に
波
あ
れ
く
ら
す
冬
の
苫
屋
は

交
野

564

狩
り
行
け
ば
交
野
の
霰
き
え
ぬ
ま
の
玉
の
緒
ま
た
ぬ
雉
子
鳴
く
な
り

に
も
、
す
で
に
説
い
て
き
た
家
隆
の
心
境
の
反
映
を
見
る
こ
と
が
出
来
る

か
も
し
れ
ぬ
。
「
住
吉
浦
」
で
は
、

625

住
吉
の
松
の
嵐
や
か
か
る
ら
ん
夕
波
千
島
声
ま
さ
る
な
り

順
徳
院

の
よ
う
に
、
初
冬
の
住
吉
浦
の
状
景
を
詠
ず
る
の
が
ほ
と
ん
ど
な
の
だ
が
、

家
隆
は
、
古
今
歌

雑

上

忠

苓

す
み
よ
し
と
あ
ま
は
い
ふ
と
も
長
居
す
な
人
忘
れ
草
生
ふ
と
い
ふ
な

917 

り

に
も
立
脚
し
た
上
で
、
住
吉
の
浦
の
冬
の
住
み
難
さ
を
述
べ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

後
者
の
「
交
野
」
の
詠
も
異
色
な
の
で
あ
る
。
家
隆
の
作
は
、
こ
れ
か

ら
鷹
狩
を
す
る
人
々
の
手
に
よ
っ
て
落
命
せ
ざ
る
を
え
な
い
雉
子
が
、
そ

の
命
の
よ
う
に
、
降
っ
て
は
す
ぐ
消
え
る
霰
の
中
、
（
自
己
の
命
運
を
予
期

す
る
が
ご
と
く
）
悲
し
く
鳴
く
様
を
描
い
て
い
る
。
「
鷹
狩
」
の
詠
で
雉
子

な
ど
の
立
場
を
詠
む
こ
と
は
、

堀

河

百

首

紀

伊

即
み
か
り
人
近
く
な
り
行
く
鈴
の
音
を
交
野
の
雉
子
い
か
に
聞
く
ら
ん

金

葉

・

冬

内

大

臣

家

越

後

283

こ
と
は
り
や
交
野
の
小
野
に
鳴
く
雉
子
さ
こ
そ
は
狩
の
人
は
つ
ら
け

れ

を
、
先
蹂
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
他
の
作
が

639

狩
人
の
交
野
の
み
雪
う
ち
払
ひ
と
よ
の
あ
か
り
に
あ
は
ん
と
す
ら
ん

定
家

640

狩
り
く
れ
ぬ
今
日
も
交
野
の
草
枕
か
れ
葉
の
霜
に
引
き
結
び
つ
つ

家
衡

の
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
な
ど
を
か
す
め
つ
つ
、
鷹
狩
を
、
あ
く
ま
で
風
雅

の
ふ
る
ま
い
と
捉
え
て
い
る
こ
と
と
比
し
た
時
、
そ
の
違
い
に
驚
か
ざ
る

を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
二
作
を
と
ら
え
た
時
、
住
吉
の
浦
の
冬
を
わ
び
、
交

野
の
雉
子
に
同
情
を
よ
せ
る
こ
と
と
、
自
己
の
不
遇
を
訴
え
る
こ
と
に
は
、

共
同
の
基
盤
と
な
る
心
情
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像
す
る
の
は
許

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
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で
は
、
こ
の
家
隆
の
「
暗
い
思
い
」
は
、
い
つ
ご
ろ
ま
で
に
、
遡
及
す

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
内
大
臣
家
百
首
」
以
前
の
述
懐
題
を
ふ
く
む
晴
れ
の
規
模
の
大
き
い

行
事
と
言
え
ば
、
建
暦
二
（
血
）
年
末
の
「
五
人
百
首
」
の
五
首
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
。

郷
た
ら
ち
ね
の
身
を
愁
ひ
て
も
年
は
経
ぬ
子
を
思
ふ
末
も
君
の
千
代
ま

で冴
ゆ
る
夜
の
袖
の
涙
の
色
な
が
ら
春
の
あ
し
た
の
空
や
な
が
め
ん

何
事
を
思
ひ
知
る
と
は
な
け
れ
ど
も
あ
れ
ば
あ
る
世
に
身
を
ま
か
せ

つ
つ

い
つ
な
れ
て
宿
は
と
問
は
ば
答
ふ
べ
き
岩
の
狭
間
の
谷
の
夕
暮

白
真
弓
い
そ
べ
の
松
の
い
つ
と
な
く
波
に
濡
る
れ
ど
引
く
人
も
な
し

彼
は
こ
の
諸
作
の
中
で
、
自
己
の
諸
々
の
不
遇
や
満
た
さ
れ
て
い
な
い

も
の
を
訴
え
て
い
る
。
錮
は
子
息
の
隆
祐
の
、
世
に
出
て
い
る
と
は
、
未

(15) 

だ
言
い
難
い
状
況
は
、
自
己
の
無
力
に
よ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
救
い
を

君
主
の
恩
寵
を
求
め
て
い
る
。
睾
は
「
大
和
物
語
」
第
四
段
な
ど
を
参
考

と
す
れ
ば
、
緋
の
衣
の
ま
ま
に
、
公
卿
た
り
え
る
春
の
除
目
（
具
体
的
に

は
建
保
元
（
四
）
年
の
春
へ
の
期
待
と
も
い
え
よ
う
が
）
の
訪
れ
を
待
ち
続

2699 2698 2697 2696 

_._ 
ノ‘

そ
し
て
、
「
内
大
臣
家
百
首
」
に
お
い
て
、
家
隆
が
訴
え
続
け
た
内
容
と
、

そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
諸
々
の
「
暗
い
思
い
」
と
、
こ
れ
ら
「
内
裏
名

所
百
首
」
に
内
容
さ
れ
て
い
る
訴
え
や
思
い
に
、
大
き
な
共
通
性
の
あ
る

こ
と
は
、
も
は
や
説
明
の
必
要
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

け
る
嘆
き
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

卿
は
、
時
の
み
空
し
く
過
ぎ
て
行
く
、
悟
り
を
得
ら
れ
ぬ
身
を
歌
い
、
闘

は
、
出
離
へ
の
思
い
と
そ
れ
を
実
行
し
え
ぬ
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
碑
は
、

常
に
涙
に
濡
れ
る
ば
か
り
で
、
自
分
を
引
き
立
て
て
く
れ
る
人
の
い
な
い

孤
独
の
思
い
を
こ
め
て
い
る
。

こ
の
悲
し
み
の
訴
え
は
、
冬
部
に
も
現
れ
て
い
て
、

g

長
き
夜
を
送
り
も
や
ら
ぬ
か
た
し
き
の
袖
に
数
か
く
を
し
の
声
々

は
、
恋
の
歌
か
と
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、

繹
詠
め
つ
つ
年
も
移
り
ぬ
い
た
づ
ら
に
我
身
世
に
ふ
る
雪
の
光
に

は
、
自
分
と
し
て
は
「
螢
雪
の
功
」
を
積
み
な
が
ら
も
、
世
の
中
に
対
し

て
は
無
為
と
思
わ
ざ
る
を
得
ぬ
ま
ま
に
老
い
る
様
を
詠
じ
て
い
る
。

小
さ
な
歌
会
な
ど
を
眺
め
る
と
、
承
元
二
（
暉
）
五
月
二
十
九
日
「
住
吉

社
歌
合
」
で

寄
山
雑

い
た
づ
ら
に
年
経
ぬ
る
身
を
鏡
山
く
も
ら
ぬ
御
代
に
あ
は
れ
と
も
見

2700 

よ

と
、
詠
作
し
た
こ
ろ
ま
で
遡
及
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
留
意
し
た

い
の
は
、
「
五
人
百
首
」
と
同
年
の
五
月
十
一
日
に
行
わ
れ
た
、
内
裏
詩
歌

合
で
あ
る
。
「
水
郷
秋
夕
」
題
は
、
述
懐
歌
で
は
な
い
の
だ
が
、
家
隆
は

春
日
山
を
ど
ろ
の
道
も
中
絶
え
て
身
を
う
ぢ
橋
の
秋
の
夕
暮

と
詠
ん
で
い
る
。
自
己
の
家
門
の
公
卿
へ
の
出
世
の
道
が
父
（
兄
雅
隆
と

も
考
え
う
る
）
の
代
ま
で
で
、
中
断
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
嘆
い

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
詩
歌
合
は
、
「
元
久
詩
歌
合
」
を
摸
し
た
、
「
（
順

徳
）
天
皇
主
催
の
詩
歌
合
の
初
度
と
見
倣
さ
れ
る
も
の
で
あ
」
り
、
そ
れ

に
際
し
て
、
非
「
述
懐
題
」
に
こ
の
よ
う
な
詠
作
を
提
出
し
た
こ
と
に
こ
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め
ら
れ
た
、
家
隆
の
意
図
す
る
所
は
、
小
さ
く
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。
自
己
の
心
中
の
思
い
を
何
と
し
て
も
、
新
帝
に
知
っ
て
ほ

し
い
と
の
願
い
の
切
な
る
こ
と
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
の
作
は
、
以
後
も
指
摘
す
る
の
に
難
し
く
は
な
い
。

非
「
述
懐
題
」
で
も
、

建
保
元
（
四
）
年
九
月
十
三
日
内
裏
三
首
歌
合

十
三
番
右
暮
山
松

闊
高
砂
の
尾
上
の
松
の
夕
時
雨
か
く
て
ふ
り
ゆ
く
身
を
や
尽
く
さ
ん

二
（
皿
）
年
二
月
三
日
内
裏
詩
歌
合

野
外
霞

暉
夕
か
す
み
は
ら
ひ
も
あ
へ
ず
う
づ
も
れ
ぬ
野
中
に
立
て
る
松
の
春
風

同
年
八
月
十
六
日
秋
十
五
首
乱
歌
合

+
＝
一
番
左
秋
月

叩
あ
く
が
れ
て
宿
を
ば
出
で
ぬ
こ
の
里
も
我
が
衣
手
は
月
に
ぬ
れ
つ
つ

三
（
血
）
年
六
月
二
日
四
十
五
番
歌
合

三
十
四
番
左
暁
時
雨

67

あ
か
つ
き
や
木
の
葉
も
色
や
ま
さ
る
ら
ん
時
雨
も
袖
に
し
む
心
ち
し

て
同
年
六
月
十
八
日
六
題
歌
合

江
上
霞

暉
な
に
は
え
の
か
す
み
に
し
づ
む
身
を
つ
く
し
春
の
し
る
し
や
見
え
で

く
ち
な
ん

夜
帰
雁

詞
春
を
へ
て
列
乱
れ
行
く
か
り
が
ね
の
我
身
ひ
と
つ
に
く
も
る
月
か
げ

の
諸
作
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

七

ま
た
、
前
記
し
た
建
保
二
年
八
月
十
六
日
秋
十
五
首
乱
歌
合
に
は
、
「
秋

懐
」
の
題
が
あ
り
、
こ
こ
で
、

六
十
七
番

呵
い
づ
く
に
か
身
を
ば
宿
さ
ん
雁
の
来
る
峯
に
も
晴
れ
ぬ
思
ひ
あ
る
こ

ろ

と
、
詠
じ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

非
「
述
懐
題
」
に
自
己
の
思
い
を
託
す
る
の
は
、
こ
の
機
会
を
生
か
し

て
、
何
と
し
て
も
主
催
者
に
自
己
の
心
を
訴
え
か
け
よ
う
と
す
る
心
情
の

た
め
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
一
連
の
和
歌
行
事
の
家
隆
の
和
歌
作
品
の
傾

向
か
ら
、
数
年
に
わ
た
り
順
徳
院
に
、
何
と
し
て
も
自
己
の
思
い
を
知
っ

て
も
ら
い
、
か
つ
、
そ
の
実
現
を
切
実
に
願
っ
て
い
た
事
は
容
易
に
想
像

で
き
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
が
実
現
す
る
時
期
は
、
建
保
四
（
暉
）
年
正
月
五
日
の
叙

従
三
位
ま
で
訪
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
の
苦
し
み
辛
さ
の
集
積

が
、
「
内
裏
名
所
百
首
」
に
、
あ
の
よ
う
に
、
苛
烈
な
形
で
顕
現
し
た
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
百
首
は
、
共
通
の
基
盤
よ
り
生
れ

た
作
品
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

稿
を
ひ
と
ま
ず
終
え
る
に
当
っ
て
、
今
回
扱
っ
た
二
つ
の
百
首
に
や
や

遅
れ
て
催
さ
れ
た
、
建
保
四
年
「
後
鳥
羽
院
百
首
」
に
お
け
る
、
こ
れ
ま

で
述
べ
て
来
た
傾
向
に
つ
い
て
、
大
ま
か
に
眺
め
て
お
き
た
い
。

結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
こ
の
傾
向
は
完
全
と
は
言
え
な
い
が
、
大
む
ね

払
拭
さ
れ
て
し
ま
う
。
か
つ
、
そ
れ
と
は
逆
の
、
喜
び
の
歌
が
目
に
つ
く
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の
で
あ
る
。

春
部
末
尾
の

820

老
い
が
世
の
我
が
身
の
花
の
名
残
ま
で
今
年
は
い
た
＜
惜
し
き
春
か

な

は
、
や
や
わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
「
新
編
国
歌
大
観
本
」
の

端
作
に
「
建
保
四
年
、
子
時
宮
内
卿
従
三
位
正
月
五
日
叙
之
」
と
あ
る
こ

と
を
参
考
に
す
れ
ば
、
こ
れ
は
惜
春
の
歌
で
は
あ
る
が
、
喜
び
の
春
、
す

な
わ
ち
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
た
老
年
の
春
の
過
ぎ
る
の
を
惜
し
む
歌
と
な

ろ
う
。ま

た
雑
部
巻
軸
近
く
の
五
首
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

896

た
ら
ち
ね
の
あ
と
や
昔
に
あ
れ
な
ま
し
お
ど
ろ
の
道
の
春
に
あ
は
ず

は

897

和
歌
の
浦
の
波
の
埋
木
い
く
代
経
て
君
の
め
ぐ
み
の
春
を
し
る
ら
ん

898

風
の
声
波
も
お
さ
ま
る
君
が
代
に
会
ひ
て
も
春
の
月
を
見
る
か
な

899

永
き
日
の
去
年
の
御
法
の
始
め
よ
り
伸
び
け
る
千
代
は
君
ぞ
か
ぞ
ヘ

ん

900

万
世
を
照
ら
す
も
う
る
ふ
天
地
に
民
も
数
そ
ふ
御
代
の
国
々

896
で
は
、
「
お
ど
ろ
の
道

(11公
卿
）
」
に
任
ぜ
ら
れ
父
と
同
じ
道
を
歩

む
こ
と
が
で
き
た
喜
び
を
、

(897
で
は
、
歌
人
と
し
て
息
・
隆
祐
が
再
度
、

院
の
恵
み
を
受
け
る
事
を
切
望
し
て
い
る
か
）

898
で
は
、

896
の
喜
び
と
院

の
治
世
へ
の
讃
美
を
詠
じ
て
い
る
。

899
は
建
保
三
（
血
）
年
五
月
二
十
四
日

よ
り
後
鳥
羽
院
主
催
で
高
陽
院
に
お
い
て
行
わ
れ
た
二
十
一
日
間
の
逆
修

を
素
材
と
し
て
、
院
の
治
世
の
永
き
を
寿
ぎ
、

goO
は
、
万
年
も
続
く
御
代

に
、
国
々
の
民
の
人
口
も
増
え
、
栄
え
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
院
の
御
代
を
無
条
件
で
賛
え
る
姿
は
、
「
内
大
臣
家
百
首
・
内
裏
名

(17) 

所
百
首
」
に
も
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、
後
鳥
羽
院
百
首
は
、
そ
の
傾

向
が
極
め
て
強
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
比
し
て
、

自
分
を
嘆
く
姿
は
か
な
り
弱
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

1

家
隆
の
和
歌
に
関
し
て
は
、
久
保
田
淳
氏
「
藤
原
家
隆
集
と
そ
の
研
究
」
昭
和
四

十
三
年
刊
に
よ
る
。
定
家
の
和
歌
に
関
し
て
は
、
久
保
田
淳
氏
「
訳
注
藤
原
定
家
全

歌
集
」
昭
和
六
十
一
年
刊
に
よ
る
。
そ
の
他
の
和
歌
は
「
新
編
国
歌
大
観
」
に
よ

っ
た
。

な
お
、
一
部
「
新
編
国
歌
大
観
」
に
拠
り
、
本
文
を
、
ま
た
私
意
で
表
記
を
改
め

た
所
が
あ
る
。

2

「
就
実
語
文
」
第
10
号
昭
和
五
十
七
年

3

こ
の
よ
う
に
氏
は
説
く
が
、
本
歌
と
思
わ
れ
る
古
今
・
離
別

小
野
千
古
が
陸
奥
国
の
介
に
て
ま
か
り
け
る
時
に
母
の
よ
め
る

368

た
ら
ち
ね
の
親
の
ま
も
り
と
あ
ひ
そ
ふ
る
心
ば
か
り
は
関
な
止
め
そ

か
ら
考
え
る
と
、
親
の
庇
護
が
（
そ
の
死
に
よ
り
）
永
遠
に
失
な
わ
れ
た
こ
と
を
悲

し
み
、
と
、
同
時
に
憂
世
か
ら
出
離
も
し
が
た
い
自
分
の
官
位
へ
の
執
着
の
念
を
詠

ん
だ
も
の
と
考
え
た
い
。

4

「
新
古
今
歌
人
の
研
究
」
昭
和
四
十
八
年
刊
、
第
三
篇
、
第
二
章

p882

5

「
藤
原
家
隆
集
と
そ
の
研
究
」

p488

6

「
玉
吟
集
」
霞
＼
加

7

「
拾
遺
愚
草
」
認
＼
躙

8

「
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
」
上
巻

p168
に
す
で
に
頭
注
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る。

9

同
前
。
上
巻
p1830

10

注
⑤
に
同
じ
。

11

建
暦
二
年
七
月
十
七
日
条
「
仰
云
『
…
…
資
実
卿
廿
三
日
可
入
熊
野
精
屋
、
初
以

件
日
可
有
作
文
和
歌
等
、
古
来
公
卿
必
列
両
座
、
両
興
（
息
イ
）
又
可
詠
和
歌
』
、
予

.、
たE
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申
云
『
詩
極
雖
不
堪
、
先
例
不
候
歎
。
勿
論
為
家
歌
未
連
三
十
一
文
字
者
候
、
以
学

（
受
イ
）
歌
出
仕
、
太
不
便
候
』
猶
御
不
許
。
二
十
日
条
「
…
…
取
歌
題
見
之
、
又

可
示
雅
経
朝
臣
由
有
仰
」

二
十
三
日
条
「
…
…
『
御
歌
見
無
難
』
申
其
由
」

12

「
藤
原
家
隆
」
（
『
和
歌
文
学
講
座
』

7

「
中
世
・
近
世
の
歌
人
」
）
昭
和
五
十
七
年

刊
に
よ
る
。
ま
た
、
久
保
田
氏
注
④
前
掲
書
第
三
扁
•
第
一
章
に
も
、
家
系
に
つ
い

て
詳
細
な
言
及
が
あ
る
。

p484s488

13

存
疑
な
が
ら
、
一
応
こ
の
よ
う
に
考
え
た
。
た
だ
し
、
藤
原
公
能
女
祈
子
（
後
白

河
中
宮
）
の
可
能
性
も
あ
る
。

14

『
後
白
河
院
』
古
代
学
協
会
平
成
五
年
刊
所
収
「
後
白
河
院
後
宮
」

p102S103
に

よ
る
。

15

久
保
田
淳
氏
「
藤
原
隆
祐
に
つ
い
て
」
『
中
世
文
学
』
第
10
号
昭
和
四
十
年
に
よ

る。
16

「
藤
原
家
隆
歌
集
と
そ
の
研
究
」

p487
に
よ
る
。

17

以
下
に
例
と
し
て

内

大

臣

家

百

首

祝

日

687

雲
の
上
を
の
ど
か
に
照
ら
す
千
早
ふ
る
神
代
の
日
か
げ
な
ほ
か
ぎ
り
な
り

内
裏
名
所
百
首
雑
鳥
羽

787

八
百
万
鳥
羽
田
の
稲
を
か
け
つ
み
て
道
あ
る
里
の
民
ぞ
栄
う
る

を
、
各
一
首
ず
つ
示
し
て
お
く
。

（
山
形
大
学
助
教
授
）
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