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『
経
正
朝
臣
集
』
所
載
歌
の
詠
者
異
伝
・
誤
伝
 
 

1
『
玄
玉
葉
』
『
万
代
集
』
『
夫
木
抄
』
『
西
行
上
人
集
（
追
加
）
』
 
 

『
風
雅
集
』
『
有
房
集
』
に
お
け
る
 
ー
 
 

犬
 
井
 
喜
 
寿
 
 

∧
一
＞
 
 

（
ユ
）
 
 
乎
経
正
の
家
集
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
「
江
戸
初
期
書
写
」
の
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
経
正
朝
臣
集
』
 
（
一
五
〇
・
五
六
六
。
内
題
 
 

「
自
芸
后
官
亮
経
正
朝
臣
集
」
。
以
下
、
『
経
正
集
』
と
略
す
）
が
】
本
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
末
尾
に
「
寿
永
元
年
六
月
廿
 
（
2
）
 
六
日
 
正
四
位
下
行
皇
太
后
宮
亮
兼
但
馬
寺
平
朝
臣
経
正
」
と
あ
る
こ
と
や
、
集
の
構
成
な
ど
か
ら
、
こ
の
『
経
正
集
』
ほ
、
加
茂
 
 

重
保
が
『
月
詣
集
』
撰
進
の
た
め
の
選
歌
資
料
と
す
べ
く
三
十
六
人
の
人
々
に
鍵
出
を
俵
顧
し
た
百
音
型
式
の
家
集
－
い
わ
ゆ
る
 
1
1
 
 

「
寿
永
盲
首
家
集
」
の
一
つ
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
経
正
自
撰
の
家
集
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
『
経
正
集
』
は
、
経
正
詠
二
二
じ
育
と
贈
答
歌
の
他
人
詠
丸
首
と
り
都
合
二
九
首
り
歌
か
ら
成
る
が
、
そ
の
中
め
十
首
余
 
（
4
）
 
 

り
が
、
先
き
に
「
平
経
正
和
歌
歌
番
号
対
照
表
」
の
「
そ
の
他
・
注
」
欄
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
本
稿
の
副
題
に
掲
げ
た
勅
 
 

撰
集
・
私
撰
集
や
別
人
私
家
集
に
お
い
て
は
、
詠
者
を
異
に
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
、
経
正
詠
と
し
て
『
経
正
集
』
に
載
 
 

る
歌
だ
け
で
な
く
、
贈
答
歌
の
他
人
詠
に
も
さ
よ
う
な
例
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
ら
ほ
、
『
経
正
集
』
は
自
揆
家
集
で
あ
る
と
い
う
物
差
を
用
い
れ
ば
、
全
て
他
集
に
お
け
る
誤
認
と
割
り
切
る
こ
と
も
で
き
 
 

る
。
L
か
し
、
逆
に
『
経
正
集
』
自
漠
を
疑
う
材
料
に
な
る
と
も
言
え
る
。
本
稿
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
、
『
経
正
集
』
所
載
歌
で
他
 
 

集
に
お
い
て
は
詠
老
を
異
に
L
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
敬
一
首
〓
自
に
つ
い
て
吟
味
し
、
い
ず
れ
の
記
載
が
妥
当
で
あ
る
の
か
と
い
う
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判
定
を
含
め
て
、
『
経
正
集
』
の
側
か
ら
見
た
詠
者
異
伝
・
誤
伝
を
判
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
す
る
。
本
稿
 
 

と
し
て
或
る
一
つ
の
結
論
や
考
え
を
導
き
出
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
『
経
正
集
』
の
本
文
の
性
格
、
お
よ
び
、
『
経
正
集
』
に
対
 
 

立
す
る
詠
者
異
伝
あ
る
い
は
詠
著
誤
伝
を
示
す
諸
集
の
本
文
の
性
格
の
一
端
に
関
し
て
、
稿
著
な
り
の
考
え
を
示
し
て
み
た
い
。
 
 

、
・
■
、
 
 
 

『
経
正
業
』
の
引
用
は
国
文
学
研
究
資
料
館
収
蔵
の
写
真
複
製
に
よ
る
が
、
『
私
家
集
大
成
』
所
収
に
よ
り
歌
番
号
を
示
し
、
適
 
 

宜
濁
点
を
施
す
。
諸
集
の
引
用
は
、
公
刊
の
あ
る
『
新
編
国
歌
大
観
』
『
私
家
集
大
成
』
等
所
収
の
本
文
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
 
 

地
文
献
所
収
本
文
や
国
文
学
研
究
資
料
館
収
蔵
の
写
真
複
製
等
に
よ
っ
て
、
他
伝
本
の
本
文
を
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
 

＜
二
＞
 
 

い
ま
、
『
経
正
集
』
所
載
歌
の
中
の
十
首
余
り
が
他
集
に
お
い
て
は
詠
老
を
異
に
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
に
お
い
て
そ
の
 
 

詠
老
異
伝
・
誤
伝
の
判
別
を
試
み
る
、
と
述
べ
た
が
、
そ
の
十
首
余
り
の
中
の
次
の
ご
と
き
型
の
も
の
は
、
厳
密
に
言
う
と
詠
老
異
 
 

伝
・
誤
伝
で
は
あ
る
が
、
そ
の
扱
い
を
し
な
い
で
お
く
。
 
 

ま
ず
、
他
集
に
お
い
て
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
る
も
の
。
『
経
正
集
』
の
夏
部
に
載
る
経
正
歌
、
 
 

照
射
 
 
 

二
三
 
や
ま
ふ
か
み
は
ぐ
し
の
ま
つ
は
つ
き
ぬ
れ
ど
し
か
に
お
も
ひ
を
な
を
か
く
る
か
な
 
 

は
、
『
千
載
集
』
の
夏
部
に
、
 
 

よ
み
人
し
ら
ず
 
 

（
と
も
し
の
歌
と
て
よ
め
る
）
 
 

一
九
九
 
山
ふ
か
み
ほ
ぐ
し
の
ま
つ
は
つ
き
ぬ
れ
ど
し
か
に
お
も
ひ
を
な
ほ
か
く
る
か
な
 
 

と
、
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
と
し
て
入
集
し
て
い
る
。
『
千
載
集
』
に
は
、
い
ま
一
首
、
『
治
承
≡
十
」
ハ
人
歌
合
』
に
よ
っ
て
経
正
詠
で
 
 

（
4
）
 
 

あ
る
こ
と
の
確
か
な
歌
が
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
入
集
し
て
い
る
（
二
四
六
番
）
 
の
だ
が
、
こ
の
二
首
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
 
 

（
5
）
 
 

ら
『
千
載
集
』
研
究
等
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
る
。
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厳
密
に
言
う
と
、
こ
の
和
歌
は
『
経
正
集
』
所
載
歌
に
対
立
す
る
詠
老
異
伝
・
誤
伝
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
平
家
物
語
』
の
「
息
 
 

度
都
落
」
の
逸
話
で
知
ら
れ
る
平
忠
度
の
「
さ
さ
渡
や
」
の
歌
と
同
様
、
こ
れ
は
、
経
正
が
勅
勘
の
平
家
武
人
で
あ
る
故
の
、
撰
者
 
 

藤
原
俊
成
の
計
ら
い
で
あ
ろ
う
。
谷
山
茂
氏
が
、
『
千
載
集
』
 
に
「
朝
敵
平
家
の
人
び
と
の
数
首
が
『
よ
み
人
し
ら
ず
』
と
し
て
で
 
 

は
あ
る
が
、
確
か
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
『
よ
み
人
し
ら
ず
』
と
し
た
の
は
、
勅
撰
の
集
に
朝
敵
（
勅
勘
）
 
の
人
々
の
名
字
を
 
 

堂
々
と
あ
ら
わ
し
の
せ
て
は
、
さ
す
が
に
筋
が
立
た
な
い
し
、
ま
た
特
に
鎌
倉
幕
府
方
の
思
わ
く
を
は
は
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
 
 

（
6
）
 
 

う
」
と
言
わ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
歌
の
場
合
の
「
読
み
人
知
ら
ず
」
は
、
故
意
に
詠
著
名
を
伏
せ
た
も
の
と
見
て
よ
 
 

く
、
詠
老
兵
伝
あ
る
い
は
誤
伝
の
扱
い
を
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
 
 

そ
の
二
は
、
『
経
正
集
』
で
ほ
故
意
に
伏
せ
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
詠
者
の
個
有
名
詞
が
他
集
の
記
載
に
よ
っ
て
判
明
す
る
も
の
。
 
 

『
経
正
集
』
の
恋
都
に
載
る
、
 
 

も
と
す
み
侍
り
け
る
所
た
が
ひ
て
の
ち
、
申
た
え
た
る
女
の
も
と
よ
り
、
 
 

う
ら
み
て
侍
L
か
ば
、
あ
り
ど
こ
ろ
を
し
ら
ぬ
よ
し
車
た
り
し
か
ほ
、
 
 
 

八
八
 
わ
た
つ
う
み
の
そ
こ
と
は
な
ど
か
し
ら
ざ
ら
ん
み
る
め
た
づ
ぬ
る
こ
ゝ
ろ
な
り
せ
ば
 
 

返
し
 
 
 

八
九
 
さ
を
さ
し
て
を
し
ふ
る
あ
ま
の
あ
ら
は
こ
そ
み
る
め
を
そ
こ
と
し
り
て
か
づ
か
め
 
 

と
い
う
贈
答
歌
の
内
の
、
「
申
た
え
た
る
女
」
か
ら
経
正
へ
贈
ら
れ
た
八
八
番
歌
は
、
『
讃
岐
集
』
に
、
 
 

あ
る
と
こ
ろ
し
ら
ね
ば
い
は
ぬ
ぞ
と
申
け
る
人
に
つ
か
は
さ
ん
と
、
人
の
申
け
る
に
、
か
は
り
て
 
 
 

八
三
 
わ
た
つ
う
み
の
そ
こ
と
も
な
に
か
し
ら
ざ
ら
ん
み
る
め
た
づ
ぬ
る
心
な
り
せ
ば
 
 

と
あ
り
、
二
条
院
讃
岐
の
作
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
 
 
 

恋
の
贈
答
歌
に
お
い
て
故
意
に
相
手
の
名
を
伏
せ
て
家
集
等
に
載
せ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
ま
た
、
そ
の
伏
せ
ら
れ
た
詠
 
 

著
名
が
他
集
の
記
載
に
よ
っ
て
判
明
す
る
こ
と
は
、
詠
者
異
伝
で
も
誤
伝
で
も
な
い
わ
け
で
、
問
題
は
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
こ
の
 
 
 



寿
 
 
 

善
 
 

井
 
 

犬
 
 

歌
は
詠
作
者
が
判
明
し
た
と
い
う
事
実
の
指
摘
で
留
め
て
お
い
て
よ
い
。
た
だ
、
当
面
問
題
の
歌
は
、
『
讃
岐
集
』
に
よ
れ
ば
「
人
 
 

の
申
け
る
に
、
か
は
り
て
」
讃
岐
が
詠
ん
だ
代
作
の
歌
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
本
稿
の
話
題
で
あ
る
詠
老
異
伝
・
誤
伝
の
件
と
多
少
 
 

関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
経
正
集
』
に
言
う
「
申
た
え
た
る
女
」
が
『
訝
岐
集
』
に
言
う
「
人
の
申
け
る
に
」
の
「
人
」
で
あ
る
。
そ
の
「
女
」
 
「
人
」
 
 

に
代
わ
っ
て
讃
岐
が
「
わ
た
つ
う
み
の
」
の
歌
を
詠
作
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
『
経
正
集
』
の
側
か
ら
見
る
と
、
こ
の
歌
の
実
際
 
 

の
詠
者
は
そ
の
「
女
」
で
は
な
い
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
詠
者
が
異
っ
て
い
る
。
『
讃
岐
集
』
の
記
載
は
、
『
経
正
集
』
 
の
記
載
 
 

に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
「
詠
老
異
人
」
で
あ
る
と
は
言
え
る
。
但
し
、
讃
岐
の
代
作
が
、
文
字
ど
お
り
そ
の
女
性
に
「
か
は
り
て
」
 
 

の
こ
と
で
あ
る
の
か
、
讃
岐
が
「
人
の
申
け
る
に
、
か
は
り
て
」
と
詞
書
に
記
し
た
方
に
仮
構
が
あ
っ
て
実
際
は
讃
岐
自
身
が
「
あ
 
 

（
7
）
 
 

る
と
こ
ろ
し
ら
ね
ば
い
は
ぬ
ぞ
と
申
け
る
人
」
即
ち
経
正
に
 
「
つ
か
は
さ
ん
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
『
経
正
集
』
 
の
 
 

側
で
は
「
わ
た
つ
う
み
の
」
と
い
う
径
正
宛
の
歌
を
「
申
た
え
た
る
女
」
 
の
詠
と
考
え
て
い
た
っ
か
、
「
申
た
え
た
る
女
」
と
い
う
 
 

述
べ
方
で
讃
岐
の
名
を
故
意
に
伏
せ
た
の
か
、
等
々
、
吟
味
の
必
要
が
あ
り
な
が
ら
、
と
う
て
い
判
明
し
そ
う
に
な
い
と
思
わ
れ
る
 
 

T
J
，
 
 

問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。
『
経
正
集
』
も
『
讃
岐
集
』
も
共
に
寿
永
百
首
家
集
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
以
仁
王
と
源
頼
政
が
組
ん
で
 
 

平
氏
を
倒
す
べ
く
挙
兵
し
て
敗
れ
た
治
承
四
年
の
一
件
の
後
の
編
で
あ
る
。
讃
岐
は
そ
の
頼
政
の
娘
で
あ
り
、
経
正
は
そ
の
平
氏
の
 
 

棟
梁
清
盛
の
簸
で
あ
る
。
歴
史
時
間
に
お
け
る
事
情
と
人
間
関
係
を
見
る
と
、
『
経
正
集
』
『
讃
岐
集
』
の
編
集
時
に
、
双
方
共
に
相
 
 

手
の
名
を
故
意
に
伏
せ
る
こ
と
は
、
加
茂
社
へ
奉
納
す
る
集
の
た
め
の
選
歌
資
料
で
あ
る
に
せ
よ
、
十
分
に
あ
り
得
る
。
勿
論
、
前
 
 

述
の
と
お
り
、
恋
の
贈
答
歌
の
相
手
の
名
を
家
集
等
に
お
い
て
伏
せ
る
こ
と
は
古
来
多
く
、
何
の
不
思
議
も
な
い
。
ま
た
、
讃
岐
ほ
 
 

自
分
の
代
作
す
る
歌
が
誰
に
届
け
ら
れ
る
の
か
全
く
知
ら
ず
に
こ
の
歌
を
詠
孟
、
経
正
は
経
正
で
、
「
申
た
え
た
る
女
」
か
ら
届
い
 
 

た
歌
が
実
は
讃
岐
の
代
作
で
あ
る
な
ど
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
、
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
意
味
あ
い
で
、
『
経
正
集
』
八
八
番
歌
と
『
讃
岐
集
』
八
三
番
歌
と
の
間
に
は
、
詠
者
を
め
ぐ
っ
て
興
味
深
い
異
 
 

伝
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
『
経
正
集
』
に
お
い
て
詠
老
名
が
伏
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
が
『
讃
岐
集
』
に
ょ
っ
 
 

て
実
際
の
詠
老
が
判
明
し
た
、
と
い
う
指
摘
に
留
め
て
お
き
、
こ
れ
を
以
っ
て
詠
者
異
伝
・
誤
伝
と
は
し
な
い
で
お
く
。
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そ
の
三
は
、
殆
ん
ど
同
じ
発
想
で
詠
ま
れ
、
用
語
も
似
る
と
こ
ろ
の
極
め
て
大
き
い
歌
で
あ
る
が
、
異
文
が
大
き
く
、
相
違
点
も
 
 

あ
り
、
同
一
歌
の
詠
老
異
伝
∴
誤
伝
と
い
う
よ
り
も
、
類
似
の
別
歌
と
見
る
方
が
妥
当
と
判
断
さ
れ
る
も
の
。
『
経
正
集
』
の
秋
部
 
 

に
載
る
、
 
 

（
女
郎
花
）
 
 

三
四
 
お
み
な
へ
し
た
れ
が
な
ご
り
を
し
の
び
て
か
あ
し
た
の
は
ら
に
つ
ゆ
け
か
る
ら
ん
 
 

（
8
）
 
 

と
い
う
歌
は
、
『
有
房
集
』
二
類
本
の
秋
部
に
載
る
、
 
 

中
将
す
け
も
り
の
い
ゑ
の
う
た
あ
は
せ
に
、
く
さ
の
は
な
と
い
ふ
こ
と
を
 
 

一
六
四
 
を
み
な
へ
し
た
れ
と
わ
か
れ
を
1
し
む
と
て
あ
さ
な
あ
さ
な
に
つ
ゆ
け
か
る
ら
ん
 
 

と
酷
似
し
て
い
る
。
両
歌
と
も
、
女
郎
花
に
朝
が
た
露
が
置
い
て
い
る
こ
と
を
題
材
と
し
、
そ
れ
を
、
女
性
が
恋
人
と
の
後
朝
の
別
 
 

れ
に
一
揆
し
て
い
る
風
情
に
と
り
な
し
、
「
女
郎
花
は
ど
な
た
と
別
れ
た
名
残
り
を
し
の
ん
で
、
朝
、
涙
の
露
に
濡
れ
て
い
る
の
で
し
 
 

ょ
う
」
と
詠
ん
だ
、
同
発
想
の
歌
で
あ
る
。
用
語
も
、
構
文
も
、
「
女
郎
花
」
「
誰
」
「
名
残
り
・
別
れ
」
「
忍
び
・
惜
し
む
」
「
朝
」
 
 

（
9
）
 
 

「
霹
け
か
る
ら
ん
」
と
、
殆
ん
ど
同
一
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
歌
は
、
細
か
い
分
析
は
省
略
に
従
う
が
、
題
材
の
面
で
も
、
語
り
の
 
 

型
の
面
で
も
、
作
調
の
面
で
も
、
主
題
の
面
で
も
、
極
め
て
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
経
正
集
』
歌
は
、
「
誰
が
名
残
り
 
 

を
」
と
「
誰
が
」
が
「
名
残
り
」
を
修
飾
し
、
「
名
残
り
」
に
重
き
を
置
く
の
に
対
し
て
、
『
有
房
集
』
歌
は
、
「
誰
と
別
れ
を
」
と
、
 
 

「
誰
」
も
「
別
れ
」
も
重
視
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
両
歌
の
間
に
は
後
朝
恋
の
本
意
の
表
出
の
仕
方
に
少
々
差
異
が
あ
 
 

（
9
）
 
 

る
。
ま
た
、
作
中
時
間
を
提
示
す
る
に
あ
た
り
、
『
経
正
集
』
歌
は
掛
詞
を
用
い
て
「
あ
し
た
」
と
歌
う
の
に
対
し
て
、
『
有
房
集
』
 
 

1
J
、
 
 

歌
は
「
朝
な
朝
な
」
と
毎
朝
の
こ
と
と
歌
う
。
そ
れ
に
、
『
経
正
集
』
歌
は
歌
枕
「
あ
し
た
の
原
」
を
詠
ん
で
作
中
場
所
を
明
示
す
 
 

る
が
、
『
有
房
集
』
歌
は
作
中
場
所
を
提
示
し
な
い
。
か
よ
う
な
相
違
は
、
三
十
一
昔
の
短
詩
型
の
和
歌
に
お
い
て
は
、
か
な
り
大
 
 

、
汁
，
 
 

き
な
相
違
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
両
者
の
間
で
毒
写
性
本
文
変
化
が
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
一
方
が
他
方
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
 
 

（
1
0
）
 
 

が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
と
に
か
く
全
く
別
の
著
作
性
本
文
形
成
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
両
歌
は
、
類
似
の
別
歌
と
見
る
ベ
 
 
 



寿
 
 
 

善
 
 

井
 
 
 

犬
 
 

き
で
あ
っ
て
、
同
一
歌
の
詠
老
異
伝
と
は
見
な
い
方
が
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

因
み
に
、
『
有
房
集
』
歌
の
詞
書
に
あ
る
「
中
将
す
け
も
り
の
い
ゑ
の
う
た
あ
は
せ
」
は
、
証
本
が
伝
わ
ら
ず
、
開
催
時
も
出
詠
 
 

（
‖
）
 
 

老
も
判
然
と
し
な
い
。
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
で
は
「
四
≡
五
 
〔
寿
永
元
年
以
前
〕
 
右
近
中
将
資
盛
歌
合
雑
載
」
と
し
て
整
理
さ
れ
 
 

て
い
る
が
、
編
者
萩
谷
朴
氏
は
「
二
度
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
歌
合
に
分
属
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
 
 

る
。
そ
の
資
盛
主
催
の
歌
合
に
参
詠
し
た
の
は
、
俊
成
・
定
家
・
小
侍
従
・
寂
蓮
・
隆
信
・
親
宗
と
こ
の
有
房
の
七
人
が
判
っ
て
い
 
 

る
の
だ
が
、
判
老
と
思
し
き
俊
成
と
、
そ
の
子
定
家
と
俊
成
の
猶
子
の
寂
蓮
と
い
う
、
御
子
左
家
の
人
以
外
は
、
全
て
資
盛
の
近
親
 
 

ほ
か
り
で
あ
る
。
有
房
も
、
『
有
房
集
』
 
に
よ
れ
ば
平
家
の
人
々
と
の
交
流
が
密
で
あ
り
、
中
村
文
氏
が
、
有
房
と
径
盛
二
栓
正
・
 
 

資
盛
・
親
宗
・
忠
度
等
と
の
交
流
か
ら
「
有
房
は
平
家
歌
人
主
催
の
歌
合
に
た
び
た
び
参
加
し
て
お
り
、
平
家
歌
壇
と
の
交
渉
が
有
 
 

（
1
2
）
 
 

房
の
和
歌
手
鏡
の
上
で
一
つ
の
柱
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
」
と
言
わ
れ
る
程
で
あ
る
。
そ
の
『
有
房
集
』
歌
と
同
じ
 
 

（
〓
）
 
 

「
草
の
花
」
題
で
詠
ま
れ
た
資
盛
歌
合
歌
と
判
明
す
る
の
は
、
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
の
「
本
文
拾
遺
」
 
「
副
文
献
資
料
」
に
よ
れ
 
 

ば
、
『
有
房
集
』
に
お
い
て
当
面
問
題
の
歌
に
続
い
て
載
る
一
六
五
番
と
、
前
田
家
本
『
親
宗
集
』
の
「
資
盛
朝
臣
の
家
歌
合
に
、
 
 

】
順
爪
 
 

草
花
を
」
の
題
で
載
る
五
四
・
五
番
と
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
経
正
も
こ
の
歌
合
に
出
詠
し
た
、
あ
る
い
は
、
経
正
は
こ
の
歌
合
 
 

の
歌
題
で
詠
歌
を
試
み
た
、
あ
る
い
は
、
経
正
は
こ
の
歌
合
で
有
房
が
詠
ん
だ
歌
を
知
っ
た
、
あ
る
い
は
逝
に
、
有
房
が
経
正
の
詠
 
 

歌
を
こ
の
歌
合
を
通
じ
て
知
っ
た
、
等
々
、
様
々
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
「
女
郎
花
」
の
題
詠
で
あ
る
か
ら
、
さ
き
に
指
摘
し
 
 

た
程
度
の
類
似
は
十
分
生
じ
得
る
わ
け
で
偶
然
の
類
似
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
も
可
能
で
は
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
両
歌
の
酷
似
 
 

は
、
剰
窃
あ
る
い
は
模
倣
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
方
か
ら
他
方
へ
の
影
響
が
想
定
で
き
る
程
の
酷
似
で
あ
る
と
は
言
え
る
。
 
 
 

『
経
正
集
』
三
四
番
と
『
有
房
集
』
一
六
四
番
と
は
、
酷
似
す
る
別
歌
で
あ
る
と
見
て
、
同
一
歌
の
詠
老
異
伝
・
誤
伝
と
い
う
扱
 
 

い
は
し
な
い
で
お
く
。
 
 

い
ま
一
つ
は
、
錯
簡
や
他
集
と
の
間
の
綴
り
間
違
い
な
ど
の
物
理
的
原
因
に
よ
っ
て
結
果
的
に
詠
老
が
異
な
っ
て
見
え
る
こ
と
に
 
 

な
る
も
の
。
こ
れ
は
『
経
正
集
』
所
載
歌
の
例
で
は
な
い
が
、
同
じ
窪
正
の
詠
歌
に
例
が
あ
る
た
め
、
敢
え
て
言
及
す
る
の
だ
が
、
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∴
∵
 
 

藤
原
実
国
の
家
集
『
前
大
納
言
実
国
集
』
に
載
る
贈
答
歌
、
 
 

山
里
に
侍
け
る
こ
ろ
ー
時
鳥
は
な
く
や
と
、
人
の
た
づ
ね
侍
し
か
ば
、
 
 

い
た
く
な
き
て
あ
ま
り
な
る
よ
し
申
た
り
し
か
ば
 
 

経
正
朝
臣
 
 
 

五
一
 
い
ま
も
さ
は
む
か
し
も
き
か
ず
ほ
と
ゝ
ぎ
す
い
と
ふ
た
め
し
に
君
や
な
り
な
む
 
 

返
し
 
 
 

五
二
 
あ
し
ひ
き
の
山
は
と
ゝ
ぎ
す
い
に
し
へ
も
物
お
も
ふ
人
は
い
と
ひ
や
は
せ
ぬ
 
 

■
．
、
∴
、
 
 

は
、
経
正
と
実
国
の
閤
の
贈
答
の
ご
と
く
見
え
る
。
し
か
し
、
森
本
元
子
氏
が
論
証
さ
れ
た
よ
う
に
、
『
実
国
集
』
と
『
師
光
集
』
 
 

と
の
間
で
互
い
に
混
入
が
認
め
ら
れ
、
『
実
国
集
』
の
四
九
書
か
ら
九
一
番
ま
で
は
『
師
光
集
』
の
本
文
が
混
入
し
て
い
る
部
分
で
 
 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
正
と
実
国
と
の
間
の
贈
答
の
ご
と
く
見
え
る
『
実
国
集
』
の
五
一
二
一
番
は
、
実
は
経
正
と
師
光
と
の
間
 
 

の
贈
答
で
あ
る
。
実
国
詠
歌
の
ご
と
く
見
え
る
五
二
番
は
、
廓
光
詠
歌
な
の
で
あ
る
。
こ
の
件
ほ
、
既
に
松
野
陽
一
民
に
よ
っ
て
指
 
 

（
1
6
）
 
 

摘
さ
れ
て
い
る
。
他
集
の
本
文
の
混
入
と
い
う
物
理
的
事
情
に
よ
っ
て
結
果
的
に
詠
老
異
伝
・
誤
伝
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
 
 

（
1
7
）
 
 

が
、
か
よ
う
な
例
ほ
、
森
本
氏
が
試
み
ら
れ
た
よ
う
な
「
修
復
本
文
」
に
依
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
詠
者
異
伝
・
誤
伝
と
目
く
じ
ら
を
 
 

立
て
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
か
よ
う
な
例
も
、
詠
老
異
伝
・
誤
伝
と
ほ
扱
わ
な
い
。
 
 

以
上
の
ご
と
く
、
他
集
に
お
い
て
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
る
も
の
、
故
意
に
伏
せ
ら
れ
て
い
る
詠
著
名
が
他
集
の
記
載
に
ょ
 
 

っ
て
判
明
す
る
も
の
、
酷
似
す
る
が
書
写
性
本
文
変
化
に
よ
る
本
文
の
差
異
で
は
な
く
別
の
著
作
性
本
文
形
成
が
行
わ
れ
た
と
判
定
 
 

し
て
よ
い
本
文
の
差
異
が
あ
る
も
の
、
そ
う
し
て
、
錯
簡
等
の
物
理
的
原
因
に
ょ
っ
て
詠
寒
が
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
な
っ
 
 

た
も
の
、
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
を
含
ん
で
は
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
詠
老
異
伝
・
誤
伝
と
し
な
い
。
本
稿
で
言
う
詠
 
 

者
異
伝
・
誤
伝
と
は
、
『
径
正
集
』
に
示
さ
れ
る
泳
者
と
は
全
く
異
な
っ
た
詠
著
名
が
他
集
の
編
者
あ
る
い
は
書
写
者
に
よ
っ
て
明
 
 

示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
。
尤
も
、
本
節
に
お
い
て
紹
介
し
た
よ
う
な
要
素
が
複
合
し
、
そ
の
結
果
、
詠
老
異
伝
・
誤
伝
が
生
じ
 
 

た
、
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
は
十
分
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
を
検
討
の
外
に
置
く
つ
も
り
は
な
い
。
む
し
ろ
、
さ
よ
う
 
 
 



寿
 
 

善
 
 

井
 
 

犬
 
 な

複
合
の
原
因
が
判
明
し
て
ほ
し
い
と
願
い
た
く
な
る
程
の
、
原
因
不
明
の
詠
者
異
伝
・
誤
伝
の
多
い
の
が
実
情
で
あ
る
こ
と
を
、
 
 

こ
こ
で
最
初
に
申
し
述
べ
て
お
く
。
 
 

＜
三
＞
 
 

『
経
正
集
』
所
載
歌
一
一
九
首
の
内
、
他
集
に
お
い
て
詠
老
を
異
に
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
は
、
前
節
に
お
い
て
検
討
し
詠
者
 
 

異
伝
・
誤
伝
の
扱
い
を
し
な
い
と
し
た
三
首
を
除
く
と
、
残
る
は
七
首
で
あ
る
。
そ
の
第
一
首
目
は
、
春
部
に
載
る
経
正
の
詠
歌
、
 
 

若
菜
 
 

四
 
は
る
ご
と
の
わ
か
な
に
そ
へ
て
つ
む
と
し
の
も
る
ゝ
か
た
み
を
い
か
で
む
す
ば
ん
 
■
 
 

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
『
玄
玉
葉
』
の
巻
第
六
「
草
樹
歌
上
」
に
、
経
正
の
詠
歌
と
し
て
で
は
な
く
、
 
 

題
不
知
 
 

前
薩
摩
守
忠
度
朝
臣
 
 
 

四
入
○
 
春
ご
と
の
若
な
に
そ
へ
て
摘
む
と
し
の
も
る
る
か
た
み
を
い
か
で
む
す
ば
ん
 
 

、
卜
、
 
 

と
、
経
正
の
叔
父
息
魔
の
詠
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
管
見
に
入
っ
た
『
真
玉
集
』
の
伝
本
は
多
く
は
な
い
が
、
全
て
忠
度
詠
と
 
 

し
、
泳
者
名
に
異
文
は
な
い
。
 
 
 

松
野
陽
一
氏
が
、
『
玄
玉
葉
』
の
「
作
者
表
記
」
に
関
し
て
、
円
位
・
困
位
・
円
信
、
宗
因
・
宗
円
、
親
家
・
親
宗
、
通
園
・
道
 
 

（
1
9
）
 
 

円
、
定
国
∵
実
国
、
清
貞
・
清
定
、
左
大
将
（
良
経
）
・
左
大
臣
（
実
房
）
 
の
混
同
や
誤
謬
・
存
疑
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
 

こ
の
集
に
は
泳
者
名
に
誤
り
と
思
わ
れ
る
も
の
が
散
見
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
っ
て
状
況
証
拠
と
す
れ
は
、
問
題
の
歌
の
詠
老
 
 

も
誤
り
と
し
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
松
野
氏
の
ご
指
摘
の
も
の
は
、
氏
ご
自
身
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
混
同
し
易
い
表
 
 

（
1
0
）
 
 

記
」
、
稿
者
の
言
う
書
写
性
本
文
変
化
に
よ
る
本
文
の
差
異
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
問
題
の
歌
の
場
合
、
「
経
正
」
と
「
前
薩
 
 

摩
守
恵
庭
朝
臣
」
と
い
う
相
違
で
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
書
写
性
本
文
変
化
の
結
果
生
じ
た
相
違
で
は
あ
る
ま
い
。
編
纂
時
の
、
あ
 
 

る
い
ほ
書
写
時
の
、
著
作
性
本
文
形
成
に
よ
る
相
違
で
あ
る
。
 
 

（
4
）
 
 
 

こ
の
歌
は
『
経
正
集
』
と
『
玄
玉
集
』
以
外
の
集
に
は
載
ら
な
い
。
勿
論
、
忠
度
の
家
集
『
忠
彦
集
』
に
も
載
ら
な
い
。
た
だ
、
 
 
 



『経正朝臣集』所載歌の詠者異伝・誤伝  

、
－
こ
 
 

『
忠
度
集
』
も
い
わ
ゆ
る
寿
永
百
首
家
集
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
忠
度
が
生
涯
に
詠
ん
だ
全
歌
が
載
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
忠
彦
集
』
 
 

に
載
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
以
っ
て
こ
の
歌
を
忠
彦
詠
歌
に
非
ず
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
在
の
 
 

と
こ
ろ
、
こ
の
歌
の
泳
者
が
経
正
で
あ
る
の
か
忠
度
で
あ
る
の
か
、
確
定
す
る
決
め
手
が
な
い
の
で
あ
る
。
寿
永
百
首
家
集
で
あ
り
 
 

自
撰
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
『
経
正
集
』
の
記
載
に
よ
り
、
踵
正
詠
と
見
る
外
な
く
、
『
玄
玉
集
』
が
こ
の
歌
の
詠
著
を
息
度
 
 

と
す
る
の
ほ
詠
者
異
伝
と
見
ざ
る
を
得
な
い
。
『
玄
玉
集
』
の
成
立
と
増
補
は
建
久
二
年
・
一
二
年
頃
（
一
一
九
一
ニ
ー
）
で
あ
る
と
 
 

（
2
0
）
 
 

い
う
か
ら
、
こ
の
詠
者
異
伝
は
、
極
め
て
早
い
時
期
の
も
の
と
言
え
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
『
玄
玉
集
』
に
は
経
正
歌
も
忠
度
歌
も
他
に
は
載
ら
な
い
。
異
伝
あ
る
い
は
誤
伝
と
は
い
え
、
こ
こ
に
忠
度
詠
と
し
 
 

て
一
首
の
歌
が
載
る
事
実
ほ
注
自
さ
れ
る
。
松
野
氏
が
「
二
条
院
や
、
 
 

こ
れ
と
は
逆
に
、
千
載
に
入
ら
な
か
っ
た
高
倉
院
の
歌
が
見
え
た
り
、
 
 

（
1
9
）
 
 る

」
と
述
べ
て
、
息
庶
り
歌
に
注
目
さ
れ
た
程
で
あ
る
。
尤
も
、
序
に
 
 

ら
、
『
玄
玉
集
』
の
現
存
部
分
は
七
巻
七
三
三
首
の
残
欠
で
あ
る
が
、
 
 

い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
検
討
の
術
が
な
い
。
現
存
部
分
の
歌
の
詠
著
は
 
 

（
1
9
）
 
 

子
〓
二
人
三
五
首
、
読
人
不
知
二
首
」
で
あ
る
が
、
忠
盛
系
の
平
家
武
人
の
歌
は
、
当
面
問
題
の
四
八
〇
番
歌
の
み
で
あ
る
 
ー
 
 

「
読
み
人
知
ら
ず
」
は
藤
原
成
範
へ
の
「
女
」
の
贈
歌
（
二
九
八
番
）
と
藤
原
儒
範
へ
の
其
の
歌
（
二
一
二
六
番
）
 
で
、
共
に
平
家
武
 
 

人
の
歌
で
は
な
い
 
－
。
『
文
王
集
』
は
こ
と
さ
ら
に
平
家
武
人
の
歌
を
載
せ
る
こ
と
を
避
け
て
い
た
と
さ
え
見
え
る
。
そ
れ
は
、
 
 

こ
の
集
の
成
立
と
増
補
が
、
平
家
の
滅
亡
の
直
後
、
鎌
倉
幕
府
開
府
の
年
と
重
な
る
と
い
う
事
実
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
 
 

れ
る
。
 
 

「
＝
ご
 
 
 

平
家
武
人
の
歌
の
入
集
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
ふ
し
の
あ
る
『
玄
玉
葉
』
の
撰
者
が
、
経
正
詠
か
と
思
わ
れ
る
歌
を
忠
彦
歌
と
 
 

V
耶
爪
 
 

し
て
こ
の
集
に
載
せ
た
の
は
何
故
か
。
「
撰
歌
範
囲
の
狭
さ
」
が
日
立
つ
と
い
う
こ
の
集
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
不
注
意
に
よ
る
 
 

も
の
で
は
な
く
、
故
意
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
、
問
題
の
歌
の
前
後
の
歌
の
詠
者
や
詠
作
時
期
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
そ
の
「
故
意
」
の
見
当
を
つ
け
る
外
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
尤
も
、
『
玄
玉
集
』
所
載
全
歌
の
詠
者
の
確
認
と
い
う
手
続
き
を
必
要
 
 
 

健
在
の
後
白
河
院
の
歌
が
現
存
部
分
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
 
 

平
忠
度
の
名
が
明
記
さ
れ
て
 
（
一
首
）
入
集
し
た
り
し
て
い
 
 

「
ち
う
た
あ
ま
り
、
あ
は
せ
て
十
二
巻
と
せ
り
」
と
あ
る
か
 
 

失
わ
れ
た
部
分
に
両
人
の
歌
が
載
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
 
 

「
一
般
男
子
七
八
人
四
〇
六
首
、
僧
五
〇
人
二
九
〇
首
、
女
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正
月
七
日
、
後
白
川
院
少
納
言
が
も
と
に
、
ち
ひ
さ
き
か
た
み
に
わ
か
な
 
 

を
入
れ
て
つ
か
は
す
と
て
よ
め
る
 
 

大
輔
 
 
 

四
七
七
 
わ
か
な
を
ば
か
た
み
に
い
れ
つ
身
の
う
へ
に
老
を
つ
み
て
ぞ
や
る
か
た
も
な
き
 
 

百
首
歌
め
し
け
る
時
、
若
菜
の
こ
こ
ろ
よ
ま
せ
給
け
る
 
崇
徳
院
御
製
 
 
 

四
七
八
 
賎
の
女
は
か
た
み
し
な
べ
て
ひ
を
つ
め
ど
ふ
た
う
ら
わ
か
な
て
に
も
た
ま
ら
ず
 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
 
 
 

四
七
九
 
沢
に
生
ふ
る
わ
か
な
な
ら
ね
ど
い
た
づ
ら
に
色
を
つ
む
に
も
袖
は
ぬ
れ
け
り
 
 

と
あ
っ
て
、
問
題
の
四
八
〇
番
の
歌
は
こ
の
歌
群
の
末
尾
に
配
ざ
れ
て
い
る
。
 
 
 

四
七
七
番
の
殿
富
門
院
大
輔
の
歌
は
、
そ
の
詞
書
に
よ
っ
て
若
菜
摘
み
の
時
期
を
最
初
に
捏
示
す
る
と
い
う
意
味
あ
い
を
持
つ
と
 
 

（
1
9
）
 
共
に
、
「
御
白
川
院
少
納
言
」
な
る
女
房
名
を
出
す
こ
と
で
こ
の
集
に
著
し
い
と
い
わ
れ
る
「
御
白
河
院
治
世
の
讃
美
」
を
も
示
し
 
 

て
い
る
。
続
く
四
七
八
番
は
崇
徳
院
の
『
久
安
百
首
』
の
詠
歌
、
四
七
九
番
ほ
そ
の
『
久
安
百
首
』
の
部
類
を
行
な
っ
た
俊
成
の
詠
 
 

歌
で
あ
る
。
松
野
氏
が
、
こ
の
集
に
崇
徳
院
と
俊
成
の
詠
歌
の
多
い
こ
と
に
触
れ
て
「
撰
者
に
と
っ
て
、
久
安
百
首
は
、
近
代
の
努
 
 

頭
を
飾
る
記
念
碑
的
な
催
し
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
二
人
は
、
そ
の
代
表
歌
人
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
た
の
だ
」
と
述
べ
ら
れ
た
 
 

の
は
卓
見
で
あ
り
、
こ
こ
に
両
者
の
歌
が
並
ぶ
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
困
み
に
、
集
中
、
崇
徳
院
・
俊
成
と
歌
が
並
ぶ
こ
と
が
、
 
 

他
に
も
三
例
見
ら
れ
る
。
俊
成
の
歌
に
続
い
て
問
題
の
四
八
〇
番
が
載
る
の
は
、
俊
成
歌
が
「
徒
に
色
を
摘
む
（
積
む
）
」
と
あ
る
 
 

の
に
応
じ
て
「
積
む
（
摘
む
）
年
の
盛
る
る
（
漏
る
る
）
形
見
（
琶
」
と
詠
ん
で
い
る
歌
を
配
す
る
の
が
適
切
と
見
た
の
で
あ
ろ
 
 

ぅ
が
、
「
前
薩
摩
守
忠
度
朝
臣
」
と
詠
著
名
を
記
し
た
の
は
、
俊
成
と
の
交
流
に
お
い
て
歌
人
忠
彦
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が
 
 
 

の
歌
群
（
四
七
七
番
～
四
八
〇
番
）
が
続
き
、
以
下
「
柳
」
「
早
蕨
」
「
花
」
「
杜
若
」
と
並
び
、
 
 

ご
と
に
歌
が
ま
と
め
ら
れ
、
春
と
夏
の
「
草
樹
歌
」
が
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
問
題
の
 
 

と
す
る
が
、
今
は
、
稿
者
に
そ
の
調
査
の
準
備
が
な
い
。
 
 
 

『
玄
玉
集
』
巻
第
六
「
草
樹
歌
上
」
は
、
「
梅
」
の
歌
群
（
四
五
九
番
～
四
七
六
番
）
に
始
ま
り
、
問
題
の
歌
を
含
む
「
若
菜
」
 
 

「
蓬
」
（
六
四
五
番
）
ま
で
、
草
樹
 
 

「
若
菜
」
の
歌
群
は
、
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早
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
延
慶
二
・
三
年
（
一
三
〇
九
・
一
〇
）
以
前
と
い
う
、
俊
成
没
後
一
 
 

〇
〇
年
程
、
歌
界
に
御
子
左
家
・
二
条
家
の
影
響
が
大
き
い
頃
に
成
っ
た
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
が
、
「
薩
摩
守
忠
度
ハ
当
世
随
分
 
 

（
2
2
）
 
 

ノ
好
士
也
」
と
し
て
例
の
俊
成
と
の
対
面
の
逸
話
を
載
せ
る
の
は
、
虚
構
を
含
む
物
語
の
中
の
記
事
で
あ
る
と
は
い
え
、
無
視
す
る
 
 

わ
け
に
は
行
く
ま
い
。
俊
成
の
歌
に
続
く
歌
と
し
て
は
、
忠
虔
の
歌
と
し
て
問
題
の
「
寿
ご
と
の
」
の
歌
を
『
重
宝
集
』
撰
者
は
配
 
 

（
1
9
）
 
 

し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
松
野
氏
の
言
わ
れ
る
「
御
子
左
側
に
近
い
支
玉
集
の
編
纂
態
度
」
の
現
わ
れ
の
一
つ
と
稿
者
が
見
て
も
、
 
 

強
ち
付
会
に
は
な
る
ま
い
。
『
経
正
集
』
の
四
番
の
経
正
歌
が
『
玄
玉
集
』
で
恵
庭
詠
と
さ
れ
る
の
は
、
異
伝
と
考
え
て
よ
い
。
 
 

『
経
正
集
』
と
他
集
と
で
ほ
詠
者
が
異
な
っ
て
い
る
同
一
歌
の
第
二
番
目
は
、
『
経
正
集
』
春
部
の
、
 
 

故
郷
董
 
 

】
五
 
つ
む
ひ
と
も
そ
で
ぬ
ら
し
け
り
ふ
る
さ
と
の
に
は
の
す
み
れ
に
を
け
る
し
ら
つ
ゆ
 
 

∴
．
二
 
 

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
『
万
代
集
』
の
春
歌
下
に
、
 
 

久
我
内
大
臣
 
 
 

（
題
し
ら
ず
）
 
 

四
二
七
 
つ
む
人
も
そ
で
ぬ
ら
し
け
り
ふ
る
さ
と
の
に
は
の
す
み
れ
に
お
け
る
し
ら
つ
ゆ
 
 

と
、
久
我
内
大
臣
源
雅
通
の
詠
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
4
）
 
 
 

こ
の
歌
も
、
『
経
正
集
』
と
こ
の
『
万
代
集
』
以
外
の
集
に
は
載
ら
な
い
。
雅
通
に
は
家
集
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
雅
通
の
側
か
 
 

ら
の
証
拠
に
ょ
っ
て
こ
の
歌
を
雅
遺
詠
と
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
自
撰
と
見
て
よ
い
『
経
正
集
』
の
記
載
に
よ
っ
 
 

て
、
こ
の
歌
ほ
経
正
義
と
判
断
す
る
外
な
く
、
『
万
代
集
』
の
記
載
は
異
伝
も
し
く
ほ
誤
伝
と
考
え
ぎ
る
を
得
な
い
。
こ
の
集
の
諸
 
 

∴
」
＼
 
 

伝
本
の
祖
本
は
亀
門
文
庫
蔵
本
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
 
の
撰
者
異
観
（
藤
原
光
俊
）
 
の
自
筆
稿
本
と
考
 
 

∴
、
∵
 
 

え
ら
れ
る
と
い
う
か
ら
、
四
番
歌
の
『
玄
玉
葉
』
に
次
い
で
早
い
時
期
の
経
正
歌
の
詠
者
異
伝
・
誤
伝
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

『
万
代
集
』
の
巻
第
二
「
春
歌
下
」
は
、
巻
第
一
の
一
九
〇
番
か
ら
始
ま
っ
た
「
花
」
の
歌
の
続
き
と
し
て
、
巻
頭
の
二
二
九
番
 
 

か
ら
四
二
四
番
ま
で
「
花
」
の
歌
が
配
さ
れ
、
四
二
五
番
に
「
桃
花
」
を
置
い
て
、
四
二
六
番
か
ら
型
二
〇
番
ま
で
が
、
問
題
の
 
 
11   
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「
つ
む
人
も
」
の
歌
を
含
む
「
垂
菜
」
の
歌
群
で
あ
る
。
即
ち
、
 
 

和
泉
式
部
 
 
 

遷
し
ら
ず
 
 

四
二
六
 
あ
さ
ぢ
は
ら
見
る
に
つ
け
て
ぞ
お
も
ひ
や
る
い
か
な
る
さ
と
に
す
み
れ
つ
む
ら
ん
 
 

久
我
内
大
臣
 
 
 

四
二
七
 
つ
む
人
も
そ
で
ぬ
ら
し
け
り
ふ
る
さ
と
の
に
は
の
す
み
れ
に
お
け
る
し
ら
つ
ゆ
 
 

太
皇
太
后
官
大
夫
師
類
 
 
 

掘
河
院
御
時
百
首
に
 
董
菜
を
 
 

型
一
入
 
あ
さ
ぢ
ふ
は
む
ら
さ
き
ふ
か
く
な
り
に
け
り
い
ざ
や
を
と
め
ご
す
み
れ
つ
ま
せ
む
 
 

前
中
納
言
定
家
 
 
 

盲
首
歌
中
に
 
 

四
二
九
 
は
る
さ
め
の
ふ
る
の
の
み
ち
の
つ
ぼ
す
み
れ
つ
み
て
を
ゆ
か
む
そ
で
は
ぬ
る
と
も
 
 

藤
原
経
衡
 
 
 

す
み
れ
を
 
 

四
三
〇
 
あ
さ
ま
だ
き
を
か
の
野
の
ペ
の
つ
ば
す
み
れ
つ
む
ペ
き
ほ
ど
に
な
り
も
ゆ
く
か
な
 
 

（
2
4
）
 
 

が
そ
の
「
萎
菜
」
歌
群
の
全
五
首
で
あ
る
。
四
二
六
番
は
、
『
和
泉
式
部
集
』
正
集
の
七
〇
≡
番
に
「
く
さ
の
い
と
あ
を
や
か
な
る
 
 

を
、
と
を
く
い
に
し
人
を
思
」
の
詞
書
の
許
に
収
め
ら
れ
た
歌
。
問
題
の
雅
通
歌
は
、
和
泉
式
部
歌
の
「
如
何
な
る
里
に
す
み
 
（
住
 
 

み
）
れ
摘
む
」
に
応
じ
て
「
故
郷
の
庭
の
垂
菜
」
と
い
う
表
現
を
持
つ
が
故
に
配
さ
れ
た
も
の
で
、
配
列
の
点
で
ほ
極
め
て
妥
当
な
 
 

り
堺
爪
 
 

選
歌
で
あ
る
。
続
く
四
二
八
番
は
、
詞
書
に
あ
る
と
お
り
『
頻
河
院
御
時
盲
首
和
歌
』
の
「
董
菜
」
の
二
四
四
番
師
顔
歌
で
、
四
二
 
 

七
番
の
「
袖
ぬ
ら
し
け
り
」
に
応
じ
て
「
乙
女
子
」
に
「
董
菜
摘
ま
せ
む
」
と
歌
っ
た
歌
を
配
し
た
も
の
。
四
二
九
番
は
『
拾
遺
愚
 
 

（
2
6
）
 
 

草
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
奉
和
無
動
寺
法
印
早
率
露
阻
百
首
」
の
四
〓
ハ
番
。
題
詠
歌
で
あ
っ
た
も
の
を
、
『
万
代
集
』
は
前
歌
の
 
 

乙
女
の
董
菜
摘
み
を
重
く
視
て
、
自
分
も
「
摘
み
て
を
行
か
む
」
と
い
う
歌
に
転
換
し
て
配
し
た
も
の
。
四
三
〇
番
は
経
衡
の
『
経
 
 

∴
．
 
 

衡
集
』
一
二
七
番
に
「
と
を
き
く
さ
、
や
う
や
う
あ
を
し
と
い
う
題
」
と
あ
る
歌
。
四
二
六
番
か
ら
始
ま
っ
た
董
菜
摘
み
の
進
行
、
 
 

即
ち
、
思
い
遣
る
蔓
菜
摘
み
か
ら
他
人
の
重
美
摘
み
、
そ
う
L
て
自
分
の
董
菜
摘
み
と
展
開
す
る
こ
の
歌
群
の
結
び
と
し
て
、
早
朝
 
 

に
岡
辺
に
立
つ
自
分
を
歌
っ
た
歌
を
配
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
＋
－
1
1
－
こ
の
童
菜
摘
み
の
進
行
に
、
撰
者
は
、
「
恋
」
を
重
ね
て
い
 
 

12   
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た
か
も
知
れ
な
い
が
 
－
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
『
万
代
集
』
の
「
董
菜
」
の
歌
群
は
、
選
歌
・
配
列
に
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
問
題
の
 
 

四
二
七
番
以
外
は
、
全
て
、
そ
の
詠
暑
が
家
集
等
で
確
認
で
き
る
歌
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
状
況
証
拠
と
す
る
と
、
問
題
の
歌
 
 

を
久
我
内
大
臣
雅
遺
詠
と
判
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
状
況
証
拠
の
採
用
に
は
、
い
ま
一
つ
の
状
況
証
拠
、
即
 
 

ち
、
『
万
代
集
』
所
載
全
歌
の
詠
者
確
認
に
よ
る
、
こ
の
集
に
は
他
に
詠
者
異
伝
・
誤
伝
は
な
い
、
と
い
う
調
査
が
必
要
に
な
る
。
 
 

し
か
し
、
稿
老
に
は
、
未
だ
、
そ
の
調
査
の
準
備
が
な
い
。
 
 
 

た
だ
、
次
の
事
実
は
指
摘
で
き
る
。
『
万
代
集
』
に
は
、
久
我
内
大
臣
雅
通
の
歌
と
さ
れ
る
も
の
が
他
に
二
首
載
る
。
そ
れ
は
、
 
 

久
我
内
大
臣
 
 

序
品
を
 
 

一
大
八
一
の
り
の
た
め
の
べ
し
み
や
ま
の
こ
け
む
し
ろ
ま
づ
い
ろ
い
ろ
の
は
な
ぞ
ち
り
し
く
 
 

久
我
内
大
臣
 
 

不
達
恋
と
い
ふ
こ
と
を
 
 

一
入
二
一
う
ち
し
ぐ
れ
な
み
だ
の
い
ろ
は
か
は
ら
ね
ど
あ
は
で
の
も
り
は
と
き
は
な
り
け
り
 
 

と
い
う
歌
で
あ
る
が
、
管
見
で
は
、
こ
の
二
首
は
他
集
に
載
ら
ず
、
雅
遺
詠
で
あ
る
と
も
な
い
と
も
、
保
証
が
無
い
。
『
万
代
集
』
 
 

所
載
の
雅
通
歌
を
状
況
証
拠
と
し
て
問
題
の
歌
を
雅
通
詠
と
比
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

4
 
 

首
入
集
し
て
い
る
。
そ
の
内
の
、
 
 

平
経
正
朝
臣
 
 
 

朝
霜
を
よ
め
る
 
 

〓
二
八
〇
冬
さ
む
み
ま
き
の
は
し
ろ
く
霜
さ
え
て
あ
さ
さ
び
し
か
る
し
が
ら
き
の
さ
と
 
 

（
恋
歌
の
な
か
に
）
 
 

平
経
正
朝
臣
 
 
 

二
五
八
一
い
か
に
せ
ん
お
も
ひ
な
ぐ
さ
む
か
た
ぞ
な
き
あ
ら
ま
し
ご
と
も
か
ぎ
り
こ
そ
あ
れ
 
 

島
水
鳥
と
い
ふ
事
を
 
 

平
経
正
朝
臣
 
 
 

二
九
五
〇
な
ご
の
う
み
の
あ
れ
た
る
あ
さ
の
し
ま
が
く
れ
か
ぜ
に
か
た
よ
る
す
が
の
む
ら
ど
り
 
 
 

（
）
 
 

一
方
、
経
正
歌
は
、
「
平
経
正
和
歌
歌
番
号
対
照
表
」
に
も
整
理
し
て
示
し
た
よ
う
に
、
 
 

問
題
の
歌
の
他
に
も
『
万
代
集
』
 
に
数
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の
一
二
首
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
『
経
正
集
』
に
載
る
。
即
ち
、
 
 

霜
 
 
 

六
六
 
冬
さ
む
み
ま
き
の
は
し
ろ
く
し
も
さ
え
て
あ
さ
さ
び
し
か
る
し
が
ら
き
の
さ
と
 
 

（
『
美
大
抄
』
の
六
五
六
七
番
も
）
 
 

（
恋
）
 
 
 

七
六
 
い
か
に
せ
ん
お
も
ひ
な
ぐ
さ
む
か
た
ぞ
な
き
あ
ら
ま
し
事
も
か
ぎ
り
こ
そ
あ
れ
 
 

水
鳥
 
 
 

六
九
 
な
ご
の
う
み
の
あ
れ
た
る
あ
さ
の
し
ま
が
く
れ
か
ぜ
に
か
た
よ
る
す
が
の
む
ら
ど
り
 
 

（
『
夫
木
紗
』
の
一
〇
≡
三
五
番
、
『
西
行
上
人
集
』
追
加
六
六
七
呑
も
）
 
 

が
そ
れ
で
、
こ
の
三
首
は
問
題
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
経
正
集
』
に
お
い
て
は
経
正
詠
と
し
て
林
部
に
載
る
、
 
 

桂
 
 
 

四
二
 
こ
1
ろ
な
き
し
づ
の
し
ぁ
さ
と
見
え
ぬ
か
な
あ
さ
が
ほ
さ
け
る
し
ぼ
の
そ
て
が
き
 
 

が
、
『
万
代
集
』
「
秋
歌
下
」
て
は
、
経
正
歌
と
し
て
て
は
な
く
、
 
 

花
園
左
大
臣
 
 

楼
を
よ
み
侍
り
け
る
 
 

一
〇
五
一
こ
こ
ろ
な
き
し
づ
が
し
わ
ざ
と
見
え
ぬ
か
な
あ
さ
が
ほ
さ
け
る
し
ば
の
そ
で
が
き
 
 

と
、
花
園
左
大
臣
有
仁
の
詠
と
し
て
載
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
が
『
経
正
集
』
所
載
歌
の
第
三
番
目
の
詠
老
異
伝
・
誤
伝
と
い
う
こ
 
 

と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
、
『
夫
木
抄
』
で
も
、
 
 

し
ぼ
の
そ
で
が
き
 
 

花
園
左
大
臣
 
 

秋
御
歌
中
 
万
代
 
 

一
匹
九
九
四
心
な
き
し
づ
が
し
わ
ざ
と
見
え
ぬ
か
な
あ
さ
が
ほ
さ
け
る
柴
の
袖
が
き
 
 

と
、
花
園
左
大
臣
有
仁
詠
と
し
て
載
る
の
て
あ
る
。
『
夫
木
抄
』
の
件
は
後
に
検
討
を
加
え
る
と
し
て
、
『
万
代
集
』
の
一
〇
五
一
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番
に
つ
い
て
吟
味
し
、
さ
き
程
の
「
久
我
内
大
臣
」
の
詠
と
さ
れ
る
四
二
七
番
「
つ
む
人
も
」
の
歌
に
併
せ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

『
万
代
集
』
巻
五
「
秋
歌
下
」
は
「
月
」
の
歌
〓
0
〇
五
番
）
 
に
始
ま
り
、
一
〇
三
五
番
か
ら
一
〇
五
〇
番
ま
で
が
「
霧
」
の
 
 

歌
群
、
問
題
の
一
〇
五
一
番
「
花
園
左
大
臣
」
歌
か
ら
「
穫
」
の
歌
群
と
な
り
、
 
 

前
中
納
言
匡
房
 
 

一
〇
五
二
た
と
ふ
ペ
き
か
た
こ
そ
な
け
れ
わ
ぎ
も
こ
が
ね
く
た
れ
が
み
の
あ
さ
が
ほ
の
は
な
 
 

相
模
 
 

百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
な
か
に
 
 

一
〇
五
≡
は
か
な
さ
を
ま
づ
め
の
ま
へ
に
し
ら
す
る
ほ
ま
が
き
の
う
へ
の
あ
さ
が
ほ
の
は
な
 
 

、
リ
．
．
■
 
 

と
、
三
首
が
歌
群
を
な
し
て
い
る
。
匡
房
歌
は
、
『
江
舗
集
』
に
、
『
万
代
集
』
の
ご
と
く
に
は
題
詠
歌
と
し
て
で
は
な
く
て
、
 
 

わ
か
き
人
の
、
あ
さ
が
ほ
を
お
り
て
、
御
ら
む
ぜ
よ
と
い
ひ
た
り
し
か
ほ
 
 

∴
こ
 
 

の
詞
書
で
実
詠
歌
と
し
て
載
る
（
四
六
八
番
）
。
『
江
帥
集
』
は
自
壊
か
他
旗
か
不
明
だ
が
、
桂
官
本
叢
書
の
「
解
題
」
は
、
こ
の
歌
 
 

（
2
9
）
 
 

の
載
る
「
雑
部
」
の
後
半
は
「
自
拭
か
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
模
歌
も
、
『
相
模
集
』
流
布
本
の
四
二
五
番
に
始
ま
る
「
正
 
 

月
」
か
ら
「
十
二
月
」
ま
で
の
五
首
ず
つ
を
配
し
た
中
の
「
八
月
」
の
一
首
（
四
六
二
番
）
と
し
て
、
末
句
「
あ
さ
が
ほ
の
つ
ゆ
」
 
 

、
1
い
、
 
 

と
し
て
載
る
。
こ
の
集
の
流
布
本
は
、
自
伝
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
自
撰
家
集
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

つ
ま
り
、
こ
の
「
楳
」
の
歌
群
の
三
首
に
つ
い
て
も
、
問
題
の
一
〇
五
一
番
以
外
は
私
家
集
で
そ
の
詠
老
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
 
 

る
。
従
っ
て
、
一
〇
五
一
番
の
詠
老
も
「
花
園
左
大
臣
」
と
判
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
で
ほ
、
さ
き
程
の
「
豊
 
 

菜
」
の
四
二
七
番
「
久
我
内
大
臣
」
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
大
き
な
問
題
が
出
て
来
る
。
そ
れ
は
、
『
万
代
集
』
 
 

に
は
、
『
経
正
集
』
に
お
い
て
経
正
詠
と
さ
れ
る
歌
が
、
二
首
も
別
人
の
詠
歌
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
、
別
な
る
状
況
 
 

証
拠
が
挙
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 
 
 

『
万
代
集
』
に
は
、
『
経
正
集
』
に
お
い
て
は
経
正
詠
と
さ
れ
る
歌
が
五
首
（
四
l
一
七
・
一
〇
五
一
・
三
一
八
〇
・
二
五
八
一
・
 
 

二
九
五
〇
番
）
載
り
、
そ
の
内
の
二
首
が
、
「
久
我
内
大
臣
」
 
「
花
園
左
大
臣
」
の
詠
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
 
 

稿
者
に
は
、
『
万
代
集
』
所
載
全
歌
の
泳
者
確
認
の
準
備
が
な
い
。
し
か
し
、
当
面
問
題
の
平
経
正
歌
に
取
っ
て
み
て
も
、
こ
の
よ
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ぅ
に
他
に
も
詠
老
兵
伝
が
指
摘
で
き
る
、
と
い
う
事
実
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。
『
万
代
集
』
が
誤
伝
を
犯
し
た
の
か
、
『
万
 
1
6
 
 

代
集
』
が
誤
伝
・
異
伝
の
あ
る
資
料
に
依
っ
た
り
か
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
が
、
今
指
摘
し
た
状
況
証
拠
か
ら
、
こ
 
 

の
二
首
は
『
万
代
集
』
の
異
伝
・
誤
伝
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

な
お
、
こ
の
歌
が
『
矢
木
抄
』
に
お
い
て
も
「
花
園
左
大
臣
」
詠
と
さ
わ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
、
詞
書
の
「
秋
御
歌
中
 
万
代
」
か
 
 

ら
も
判
る
よ
う
に
、
『
万
代
集
』
を
選
歌
資
料
と
し
た
た
め
に
継
承
し
た
異
伝
と
見
て
間
違
い
は
な
い
と
思
う
。
尤
も
、
『
作
者
分
 
（
 

3
0
）
 
 

病
夫
木
和
歌
抄
本
文
編
』
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
「
万
代
」
の
文
字
は
北
岡
文
庫
本
『
夫
木
抄
』
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
 
 

し
、
他
の
歌
の
詞
書
の
下
方
の
出
典
明
示
の
状
況
か
ら
見
て
、
こ
の
歌
が
『
万
代
集
』
に
依
っ
て
『
夫
木
抄
』
に
採
ら
れ
た
と
判
断
 
 

L
て
よ
い
と
思
う
。
 
 

『
経
正
集
』
所
載
歌
で
他
集
で
は
詠
者
を
異
に
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
の
第
四
番
目
は
、
冬
部
の
、
 
 

水
鳥
 
 
 

六
九
 
な
ご
の
う
み
の
あ
れ
た
る
あ
さ
の
し
ま
が
く
れ
か
ぜ
に
か
た
よ
る
す
が
の
む
ら
ど
り
 
 

で
あ
る
。
さ
き
に
『
万
代
集
』
に
載
る
経
正
歌
を
検
討
し
た
折
り
に
引
用
し
、
経
正
詠
は
「
問
題
は
な
い
」
と
し
た
歌
で
あ
る
が
、
 
 

▲
い
∵
 
 

そ
こ
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
歌
は
、
『
西
行
上
人
集
』
李
花
亭
文
庫
本
の
「
追
而
加
香
西
行
上
人
和
歌
次
第
不
同
」
に
、
 
 
 

六
六
七
 
な
ご
の
海
か
れ
た
る
あ
き
の
島
が
く
れ
風
に
か
た
よ
る
す
が
の
相
島
 
 

∴
∴
■
 
と
、
西
行
の
詠
歌
と
し
て
追
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
件
は
、
早
く
、
文
明
社
版
『
西
行
全
集
』
の
「
西
行
法
師
和
歌
拾
 
 

遺
」
の
内
の
「
下
巻
（
西
行
の
歌
と
さ
れ
た
も
の
に
て
、
諸
書
校
合
に
よ
り
誤
伝
の
明
と
な
り
し
歌
輯
む
）
」
の
脚
注
に
、
「
〔
夫
木
 
 

二
十
三
、
海
〕
に
『
島
水
鳥
』
と
L
て
出
せ
る
平
経
正
朝
臣
の
歌
な
り
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
李
花
亭
文
庫
本
『
西
行
上
 
 

人
集
』
に
追
加
を
試
み
た
人
物
1
誰
か
は
不
明
。
本
文
末
尾
に
「
修
行
者
周
嗣
」
の
「
観
応
弐
年
掴
七
月
日
」
の
識
語
が
あ
り
、
 
 

そ
れ
に
続
く
追
加
で
あ
る
か
ら
、
一
三
五
一
年
以
旛
T
l
⊥
り
誤
り
と
見
て
よ
い
。
 
 
 

『
西
行
上
人
集
』
李
花
亭
文
庫
本
の
「
追
加
」
に
は
誤
謬
が
多
い
こ
と
は
、
こ
の
伝
本
を
世
に
紹
介
さ
れ
た
藤
岡
作
太
郎
氏
ご
自
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、
〓
‥
、
 
 

身
が
「
こ
の
追
加
は
後
人
の
付
加
し
た
る
も
の
な
る
べ
く
、
余
り
に
信
じ
難
き
も
の
と
す
」
と
し
て
二
・
三
の
詠
者
誤
謬
を
指
摘
し
 
 

て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
掲
の
ご
と
く
、
文
明
社
版
『
西
行
全
集
』
に
も
指
摘
が
あ
る
。
稿
者
も
、
「
追
加
」
の
一
々
を
検
討
し
、
 
 

■
り
 
 

「
追
加
」
に
お
け
る
誤
伝
・
異
伝
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
『
西
行
上
人
集
』
李
花
亭
文
庫
本
追
加
に
は
他
 
 

に
も
詠
者
異
伝
・
誤
伝
が
多
い
、
と
い
う
状
況
証
拠
を
先
ず
提
示
し
て
お
く
。
但
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
状
況
証
拠
で
あ
る
。
 
 

（
3
2
）
 
 
 

『
西
行
全
集
』
文
明
社
版
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
は
、
『
夫
木
抄
』
の
巻
二
十
三
に
、
 
 

な
ご
の
う
み
、
越
中
 
 

島
水
鳥
 
 

平
経
正
朝
臣
 
 

一
〇
三
三
五
な
ご
の
海
の
あ
れ
た
る
あ
さ
の
島
が
く
れ
夙
に
か
た
よ
る
す
が
の
む
ら
鳥
 
 

と
あ
る
。
『
夫
木
抄
』
に
こ
の
歌
が
採
ら
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
前
に
も
引
い
た
『
万
代
集
』
の
、
 
 

平
経
正
朝
臣
 
 
 

島
水
鳥
と
い
ふ
事
を
 
 

二
九
五
〇
な
ご
の
う
み
の
あ
れ
た
る
あ
さ
の
し
ま
が
く
れ
か
ぜ
に
か
た
よ
る
す
が
の
む
ら
ど
り
 
 

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
、
『
万
代
集
』
で
は
、
こ
の
平
経
正
詠
歌
に
続
い
て
、
 
 

題
し
ら
ず
 
 

西
行
法
師
 
 
 

⊥
一
九
五
一
な
に
と
な
く
く
る
る
し
づ
く
の
お
と
ま
で
も
ゆ
き
あ
は
れ
な
る
ふ
か
く
さ
の
さ
と
 
 

と
、
西
行
の
歌
が
載
る
の
で
あ
る
。
『
西
行
上
人
集
』
李
花
亭
文
庫
本
に
追
加
を
試
み
た
人
物
は
、
『
西
行
上
人
集
』
に
は
載
ら
な
 
 

い
「
な
に
と
な
く
」
と
い
う
『
万
代
集
』
二
九
五
一
番
歌
を
追
加
す
る
つ
も
り
で
、
不
注
意
で
直
前
の
二
九
五
〇
番
の
経
正
歌
を
写
 
 

し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
伝
本
の
「
追
加
」
は
必
ず
し
も
詞
書
か
ら
追
加
は
し
な
い
、
と
い
う
態
度
が
あ
り
、
そ
れ
が
 
 

こ
の
歌
の
誤
謬
に
与
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
、
他
に
、
こ
の
歌
の
初
句
の
「
な
ご
の
う
み
の
」
の
冒
頭
「
な
」
が
西
行
歌
の
初
句
の
 
 

「
な
に
と
な
く
」
の
冒
頭
「
な
」
と
偶
々
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
な
に
が
し
か
関
わ
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
 
 
 

『
万
代
集
』
に
は
、
前
述
の
と
お
り
、
『
経
正
集
』
の
経
正
歌
が
五
首
載
る
。
そ
の
内
の
二
首
は
久
我
内
大
臣
・
花
園
左
大
臣
と
 
 

詠
者
が
誤
ら
れ
て
ほ
い
る
が
、
残
る
三
首
ほ
正
し
く
経
正
詠
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
『
万
代
集
』
の
段
階
ま
で
は
正
し
く
伝
え
ら
 
 17   
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3
 
れ
た
経
正
歌
「
な
ご
の
海
の
」
が
、
『
西
行
上
人
集
』
李
花
亭
文
庫
本
「
追
加
」
に
至
っ
て
、
誤
ら
れ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
 
 

『
経
正
集
』
所
載
歌
の
詠
者
異
伝
・
誤
伝
の
第
五
番
目
ほ
、
『
経
正
集
』
の
冬
の
部
に
載
る
、
 
 

修
理
大
夫
経
盛
胞
家
歌
合
に
 
 

七
一
か
ぜ
さ
ゆ
る
ま
の
1
い
り
え
に
す
む
月
ほ
か
も
の
よ
が
れ
ぬ
こ
ほ
り
な
り
け
り
 
 

が
、
『
真
木
抄
』
の
巻
二
十
三
雄
部
五
の
「
ま
の
ゝ
い
り
江
、
近
江
」
に
お
い
て
、
 
 

平
正
綱
朝
臣
 
 

新
三
十
六
人
歌
合
 
 

一
〇
六
九
一
あ
さ
り
す
る
ま
の
の
入
江
に
澄
む
月
は
か
も
の
夜
が
れ
ぬ
氷
な
り
け
り
 
 

と
、
「
平
正
綱
」
の
詠
と
し
て
載
る
も
の
で
あ
る
。
初
句
に
「
か
ぜ
さ
ゆ
る
」
「
あ
さ
り
す
る
」
と
異
文
が
あ
る
が
、
そ
う
し
て
、
そ
 
 

の
異
文
に
よ
っ
て
歌
の
設
定
が
か
な
り
変
わ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
第
二
節
で
詠
老
異
伝
・
誤
伝
と
は
見
な
さ
な
い
と
し
た
酷
 
 

似
歌
睾
の
大
き
な
相
違
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
同
一
歌
と
見
な
ナ
こ
と
に
す
る
。
 
 

∴
∵
 
 
 

ま
ず
、
こ
の
歌
が
『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』
の
十
一
番
左
「
経
正
朝
臣
」
十
首
の
第
七
首
目
に
、
 
 

冬
月
 
 

風
寒
る
真
野
の
入
江
に
す
む
月
は
鴨
の
夜
が
れ
ぬ
氷
な
り
け
り
 
 

と
、
経
正
詠
と
し
て
載
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』
は
一
種
の
秀
歌
遠
で
あ
る
が
、
そ
の
詠
者
は
、
諸
 
 

家
集
や
諸
資
料
に
拠
っ
て
見
る
に
、
か
な
り
信
頼
L
て
よ
い
。
そ
れ
に
関
し
て
ほ
稿
者
な
り
の
調
査
で
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
 
 

】
柾
乃
 
 

る
。
尤
も
、
そ
の
証
明
は
、
こ
の
「
凰
寒
ゆ
る
」
の
歌
が
『
経
正
集
』
所
載
歌
で
あ
る
こ
と
も
証
拠
の
一
部
分
に
な
っ
て
い
る
わ
け
 
 

で
、
厳
密
に
言
う
と
、
本
稿
に
お
い
て
『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』
の
詠
老
は
信
蘇
で
き
る
と
い
う
件
を
証
拠
に
、
問
題
の
歌
の
詠
者
 
 

は
経
正
で
あ
る
と
論
証
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』
は
詠
者
認
定
に
関
し
て
証
拠
価
値
が
高
い
 
 

と
い
う
こ
と
は
、
語
義
し
て
お
い
て
よ
い
。
 
 

、
〓
．
■
 
 
 

次
に
、
そ
の
「
平
正
綱
」
で
あ
る
が
、
『
作
者
分
類
夫
木
和
歌
抄
本
文
編
』
が
『
尊
卑
分
脈
』
を
引
い
て
「
右
馬
助
従
五
位
上
、
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忠
正
男
。
宇
治
左
大
臣
（
頼
長
）
勾
当
」
と
す
る
、
桓
武
平
氏
で
清
盛
の
従
弟
に
あ
た
る
「
平
正
綱
」
と
見
る
と
、
こ
の
男
は
、
家
集
 
 

∴
ト
、
 
 

も
な
く
、
勅
撰
集
入
集
も
な
く
、
管
見
で
は
私
撰
集
に
も
歌
は
入
集
し
て
い
な
い
、
全
く
和
歌
資
料
の
無
い
人
物
な
の
で
あ
る
。
勿
 
 

論
、
詞
書
の
「
新
三
十
六
人
歌
合
」
、
即
ち
、
『
新
撰
歌
仙
』
と
も
呼
ば
れ
る
『
薪
三
十
六
人
歌
合
』
に
も
、
『
新
三
十
六
人
撰
歌
合
』
 
 

∴
∵
 
 

と
も
呼
ば
れ
る
『
新
三
十
六
人
歌
合
』
に
も
、
平
正
綱
と
し
て
こ
の
「
あ
さ
り
す
る
」
の
歌
が
載
る
訳
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
『
夫
 
 

木
抄
』
の
詞
書
を
疑
う
以
外
に
術
が
な
い
。
ち
な
み
に
、
『
作
者
分
類
夫
木
和
歌
抄
本
文
編
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
北
岡
文
庫
蔵
 
 

本
『
夫
木
抄
』
は
こ
の
歌
の
詠
著
名
を
「
平
正
信
朝
臣
」
と
す
る
が
、
「
正
信
」
と
す
れ
ば
、
『
尊
卑
分
脈
』
等
に
検
す
る
と
、
平
氏
 
 

に
は
該
当
す
る
人
物
そ
の
も
の
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
『
夫
木
抄
』
の
書
写
に
 
 

お
い
て
「
正
綱
」
 
「
正
信
」
等
と
ユ
レ
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
、
こ
の
「
平
正
綱
朝
臣
」
と
い
う
詠
 
 

著
名
に
は
問
題
が
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

「
新
≡
十
六
人
歌
合
」
と
い
う
出
典
名
に
し
て
も
、
書
写
性
本
文
変
化
に
よ
る
誤
謬
の
可
能
性
が
あ
る
。
谷
山
茂
氏
が
指
摘
さ
れ
 
 

（
3
9
）
 
 

た
よ
う
に
、
『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』
が
「
夫
木
和
歌
抄
で
は
『
三
十
六
人
歌
合
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
 
 

に
、
こ
の
歌
は
『
治
孝
二
十
六
人
歌
合
』
所
載
歌
で
あ
る
か
ら
、
『
夫
木
抄
』
に
「
新
三
十
六
人
歌
合
」
と
あ
る
「
新
」
は
、
何
ら
 
 

か
の
理
由
に
よ
る
桁
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

要
す
る
に
、
問
題
の
歌
の
『
夫
木
抄
』
の
本
来
的
な
詞
書
お
よ
び
詠
著
名
の
本
文
は
、
 
 

ま
の
の
い
り
江
、
近
江
、
三
十
六
人
歌
合
 
 
平
経
正
朝
臣
 
 

で
あ
っ
た
と
見
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
そ
れ
が
、
書
写
を
経
る
間
に
、
「
三
十
六
人
歌
合
」
は
『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』
を
指
す
と
 
 

い
う
こ
と
が
判
ら
な
く
な
っ
て
「
新
」
の
文
字
が
誤
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
、
「
経
正
」
が
、
つ
ま
り
「
つ
ね
ま
さ
」
が
、
似
た
音
に
 
 

ょ
っ
て
、
誤
っ
て
「
正
綱
（
ま
さ
つ
な
）
」
と
写
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
「
正
信
」
と
い
う
本
文
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
当
面
問
 
 

題
の
詠
者
異
伝
・
誤
伝
は
、
書
写
低
木
文
変
化
の
結
果
生
じ
た
、
詠
者
誤
伝
で
あ
る
、
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。
 
 

（
4
0
）
 
 
 

因
み
に
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
『
夫
木
抄
』
の
「
解
題
」
に
、
「
作
者
名
に
関
し
て
も
、
底
本
の
誤
り
を
永
青
文
庫
本
等
に
よ
 
 

っ
て
補
正
で
き
た
例
が
多
い
」
 
「
校
合
本
の
少
な
く
と
も
一
本
に
ユ
っ
て
訂
し
た
り
し
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
 
1
9
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さ
れ
る
例
と
、
今
見
た
「
平
正
綱
朝
臣
」
と
さ
れ
る
例
を
合
わ
せ
る
と
、
『
夫
木
抄
』
 
 

を
並
べ
て
見
て
み
る
と
、
『
夫
木
抄
』
に
経
正
歌
の
入
集
す
る
経
路
が
ほ
ぼ
判
明
し
、
 
 

一
首
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
の
坦
々
を
見
て
お
き
た
い
。
 
 
 

『
夫
木
抄
』
所
載
経
正
詠
歌
を
隕
に
列
挙
す
る
と
、
 
 

平
経
正
朝
臣
 
 
 

三
十
六
人
歌
合
 
 

一
〇
九
三
春
ふ
か
く
成
行
く
ま
ま
に
こ
ま
山
に
た
ち
の
み
わ
た
る
花
の
白
雲
 
 

（
『
経
正
集
』
一
〇
番
。
『
治
孝
二
十
六
人
歌
合
』
経
正
二
香
）
 
 

夏
歌
中
、
林
菓
 
 

平
経
正
朝
臣
 
 

い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
夫
木
抄
』
に
は
、
詠
著
名
の
異
伝
・
誤
伝
が
多
い
の
で
あ
る
。
問
題
の
「
平
正
綱
」
「
平
正
信
」
と
さ
れ
る
 
 

「
あ
さ
り
す
る
」
の
歌
も
、
「
平
経
正
」
と
訂
正
し
て
よ
い
詠
著
名
で
あ
る
と
言
え
る
。
 
 

（
3
0
）
 
 
 

従
前
、
『
夫
木
抄
』
所
載
の
経
正
詠
歌
は
七
首
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
さ
き
に
検
討
し
た
「
花
園
左
大
臣
（
有
仁
）
」
と
 
 

二
四
〇
七
 
は
つ
せ
が
は
き
し
の
う
の
花
ち
る
時
は
さ
わ
が
ぬ
水
も
な
み
ぞ
た
ち
け
る
 
 

冬
歌
中
に
 
 

平
経
正
朝
臣
 
 

六
五
六
七
冬
さ
む
み
ま
き
の
葉
し
ろ
く
霜
さ
え
て
あ
さ
さ
び
し
か
る
し
が
ら
き
の
里
 
 

（
『
経
正
集
』
六
六
番
。
『
万
代
集
』
 
〓
二
八
〇
番
）
 
 

島
水
鳥
 
 

平
経
正
朝
臣
 
 

一
〇
三
三
五
な
ご
の
海
の
あ
れ
た
る
あ
さ
の
島
が
く
れ
風
に
か
た
よ
る
す
が
の
む
ら
鳥
 
 

（
『
経
正
集
』
六
九
番
。
『
万
代
集
』
二
九
五
〇
香
。
『
西
行
上
人
集
（
追
加
）
』
六
大
七
番
）
 
 

新
三
十
六
人
歌
合
 
 

平
正
綱
朝
臣
 
 

一
〇
六
九
一
あ
さ
り
す
る
ま
の
の
入
江
に
澄
む
月
は
か
も
の
夜
が
れ
ぬ
氷
な
り
け
り
 
 

（
『
経
正
集
』
七
一
番
。
『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』
経
正
七
番
）
 
 
 

所
載
経
正
詠
歌
は
九
首
に
な
る
。
そ
の
九
首
 
 

い
ま
一
っ
、
詠
老
存
疑
か
と
思
わ
れ
る
歌
が
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平
経
正
朝
巨
 
 

承
安
二
年
間
十
二
月
東
山
歌
合
、
隔
川
恋
 

岩
九
七
六
票
あ
た
り
を
は
た
だ
河
の
な
く
も
が
な
け
た
よ
り
ゆ
か
ん
ほ
し
も
あ
や
ふ
し
（
誌
）
 
 

花
園
左
大
臣
 
 

秋
御
歌
中
、
万
代
 
 

一
匹
九
九
四
心
な
き
L
づ
が
し
わ
ざ
と
見
え
ぬ
か
な
あ
さ
が
ほ
き
け
る
柴
の
袖
が
き
 
 

（
『
経
正
集
』
四
三
番
。
『
万
代
集
』
一
〇
五
一
番
）
 
 

三
十
六
人
歌
合
 
 

鍵
正
朝
臣
 
 

一
六
一
四
〇
あ
れ
に
け
る
ふ
る
の
社
の
も
み
ぢ
ば
や
歓
ば
か
り
す
る
あ
け
の
玉
が
き
 
 

（
『
産
正
集
』
五
二
番
。
『
治
承
≡
十
六
人
歌
合
』
経
正
六
番
）
 
 

平
経
正
朝
臣
 
 
 

歌
林
苑
歌
合
、
旋
泊
千
鳥
 
 

〓
ハ
九
三
二
 
な
る
み
が
た
う
き
ね
の
と
こ
は
風
さ
え
て
ふ
け
行
く
ま
ま
に
千
鳥
な
く
な
り
 
 

と
な
る
。
こ
れ
を
、
『
夫
木
抄
』
を
中
心
に
、
集
ご
と
に
対
照
表
に
し
て
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 

なあ心君あな冬は春  
るれ がさごさつふ  
みになあ り の  せ  
がけ たす海むがか  
た る き り る のみは く  

夫
木
抄
初
句
 
，
歌
 
番
 
号
 
l
 
経
正
集
 
 

一
〇
九
三
 
 

二
四
〇
七
 
 

六
五
六
七
 
 

一
〇
二
二
二
五
 
 

一
〇
六
九
一
 
 

一
〇
九
七
六
 
 

一
四
九
九
四
 
 

一
六
一
四
〇
 
 

一
六
九
三
三
 
 

万
 
代
【
 
そ
の
他
 
 

〓
ニ
八
〇
 
 

二
九
五
〇
 
 

上
人
集
六
六
七
 
 

詞
書
ニ
「
林
業
」
ト
ア
ヮ
。
 
 

西
行
上
人
集
ハ
 
「
追
加
」
。
 
 

但
シ
平
正
輌
詠
ト
ス
。
 
 

東
山
歌
合
′
歌
ト
ス
。
 
 

但
シ
花
園
左
大
臣
詠
ト
ス
。
 
 

歌
林
苑
歌
合
ノ
歌
ト
ス
。
 
 

21   
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一
四
九
九
四
番
の
歌
ほ
『
万
代
集
』
の
「
花
園
左
大
臣
」
と
い
う
誤
伝
を
受
け
細
い
で
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
『
経
正
集
』
と
関
わ
 
 

り
が
な
い
。
従
っ
て
、
六
五
六
七
呑
も
一
〇
三
三
五
番
も
、
同
様
に
『
経
正
集
』
と
は
関
わ
り
な
く
、
『
万
代
集
』
か
ら
『
夫
木
抄
』
 
 

に
入
っ
た
と
見
て
よ
い
。
ま
た
、
一
〇
九
三
番
と
一
六
一
四
〇
香
は
詞
書
に
「
三
十
六
人
歌
合
」
と
あ
り
、
一
〇
六
九
一
番
も
、
 
 

「
新
三
十
六
人
歌
合
」
と
ほ
善
か
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
「
三
十
六
人
歌
合
」
が
正
し
く
、
以
上
の
三
首
ほ
『
治
孝
二
十
六
 
 

人
歌
合
』
か
ら
『
夫
木
抄
』
に
採
ら
れ
た
こ
と
ほ
間
遠
い
な
い
。
残
る
三
首
の
内
、
一
〇
九
七
六
番
と
一
六
九
三
三
番
は
、
詞
書
に
 
 

ょ
っ
て
、
証
本
が
現
在
は
伝
存
L
な
い
「
東
山
歌
合
」
 
「
歌
林
苑
歌
合
」
を
資
料
と
し
て
『
夫
木
抄
』
が
採
っ
た
と
見
て
よ
い
。
特
 
 

に
、
叫
〇
九
七
六
番
な
ど
は
、
「
東
山
歌
合
」
の
判
寒
椿
輔
の
長
文
の
判
詞
を
左
往
と
L
て
引
い
て
お
り
、
こ
れ
を
見
る
と
、
『
黄
 
 

木
抄
』
撰
者
は
間
違
い
な
く
両
歌
合
の
本
文
を
見
て
入
集
さ
せ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
要
す
る
に
、
『
夫
木
抄
』
は
、
経
正
歌
を
、
歌
 
 

合
と
『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』
と
『
万
代
集
』
と
か
ら
選
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
『
窪
正
集
』
は
直
接
に
は
選
歌
資
料
と
は
し
て
 
 

い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
問
題
ほ
残
る
一
首
、
二
四
〇
七
番
「
は
つ
せ
が
は
」
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
『
夫
木
抄
』
の
み
に
載
る
歌
で
あ
る
。
し
か
 
 

も
、
詞
書
の
「
夏
歌
中
」
の
下
に
細
字
で
「
林
稟
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
出
典
名
と
す
る
と
俊
竜
の
『
林
菓
集
』
あ
た
り
に
な
り
そ
う
 
 

で
あ
る
が
、
『
林
幸
美
』
は
お
ろ
か
、
他
の
私
家
集
や
歌
合
・
私
撰
集
・
効
揆
集
に
も
、
こ
の
歌
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
今
後
も
 
 

注
意
し
て
探
す
所
存
で
は
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
経
正
詠
歌
と
い
う
保
証
が
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
 
 

る
。
『
夫
木
抄
』
所
載
経
正
詠
歌
の
経
路
が
、
先
述
の
ご
と
く
極
め
て
明
快
に
追
跡
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
い
ま
、
二
四
C
七
番
の
 
 

み
が
不
鮮
明
、
と
い
う
か
、
存
疑
の
歌
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
、
本
稿
の
話
題
で
あ
る
経
正
歌
の
詠
老
異
伝
・
誤
伝
と
は
 
 

関
わ
ら
な
い
が
、
あ
る
い
は
、
こ
の
歌
が
「
平
経
正
朝
臣
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
異
伝
も
し
く
は
誤
伝
で
あ
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
も
 
 

あ
り
、
こ
こ
に
一
言
、
言
及
し
た
次
第
で
あ
る
。
 
 

『
経
正
集
』
所
載
歌
の
詠
者
異
伝
・
誤
伝
の
第
六
首
目
は
、
『
経
正
集
』
の
雑
部
に
載
る
経
正
歌
、
 
 

九
月
許
に
い
つ
く
し
ま
へ
詣
で
侍
し
に
、
十
三
夜
に
備
後
と
も
と
い
ふ
所
に
て
、
海
辺
月
と
い
ふ
事
を
よ
み
侍
し
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九
六
 
あ
た
ら
よ
の
月
を
ひ
と
り
ぞ
な
が
め
つ
る
お
も
は
ぬ
い
そ
に
な
み
ま
く
ら
し
て
 
 

が
、
『
風
雅
集
』
巻
第
九
「
旅
歌
」
に
、
 
 

九
月
十
三
夜
、
い
つ
く
し
ま
へ
ま
ゐ
り
け
る
に
、
備
後
の
と
も
と
い
ふ
 
 

所
に
て
、
海
辺
月
と
い
ふ
事
を
よ
め
る
 
 

藤
原
公
重
胡
臣
 
 
 

九
ニ
ー
 
あ
た
ら
夜
の
月
を
ひ
と
り
ぞ
な
が
め
つ
る
お
も
は
ぬ
い
そ
に
浪
ま
く
ら
し
て
 
 

と
、
藤
原
公
重
の
歌
と
し
て
入
集
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
詞
書
の
内
容
・
表
現
も
殆
ん
ど
同
一
で
、
歌
語
に
は
異
文
が
無
く
、
同
一
 
 

歌
の
異
伝
・
誤
伝
と
見
る
外
は
な
い
。
偶
然
の
一
致
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
 
 

（
4
）
 
 

（
4
1
）
 
 
 

こ
の
歌
、
『
経
正
集
』
と
『
風
雅
集
』
以
外
の
他
案
に
は
載
ら
な
い
。
勿
論
、
公
吏
の
家
集
『
風
情
集
』
に
も
見
出
せ
な
い
。
そ
 
 

う
い
う
点
で
は
、
『
文
王
集
』
で
忠
度
詠
と
さ
れ
て
い
る
『
経
正
集
』
の
四
番
や
、
『
万
代
集
』
で
久
我
内
大
臣
詠
と
さ
れ
て
い
る
 
 

『
経
正
集
』
の
一
五
番
と
同
様
に
、
こ
の
歌
の
詠
者
を
確
定
す
る
決
め
手
は
な
い
わ
け
で
、
寿
永
百
首
家
集
で
あ
り
、
自
撰
で
あ
る
 
 

と
推
定
さ
れ
て
い
る
『
経
正
集
』
に
従
っ
て
、
径
正
詠
と
見
る
外
な
い
 
一
 
因
み
に
『
風
雅
集
』
に
は
他
に
は
経
正
歌
は
入
集
し
て
 
 

（
4
・
3
7
）
 
 

い
な
い
 
ー
。
『
風
雅
集
』
が
こ
れ
を
公
重
詠
と
す
る
の
は
、
選
歌
資
料
の
段
階
に
お
け
る
異
伝
・
誤
伝
で
あ
る
か
、
『
風
雅
集
』
 
 

編
纂
時
の
誤
謬
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
こ
の
集
成
立
後
の
書
写
性
本
文
変
化
で
あ
る
か
、
い
ず
わ
か
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
管
見
の
 
 

（
4
2
）
 
 

『
風
雅
集
』
は
、
詠
著
名
を
全
て
「
藤
原
公
重
朝
臣
」
と
す
る
が
。
 
 
 

因
み
に
、
『
風
雅
集
』
に
は
、
い
ま
一
首
、
公
重
の
歌
が
問
題
の
歌
の
直
後
に
載
る
。
即
ち
、
 
 

（
題
し
ら
ず
）
 
 

藤
原
公
重
朝
臣
 
 
 

九
二
四
 
夜
を
こ
め
て
旋
の
や
ど
り
を
た
つ
人
は
く
ま
な
き
月
を
あ
け
ぬ
と
や
思
ふ
 
 

が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
、
『
風
情
集
』
の
「
月
十
首
御
室
に
て
」
と
い
う
十
首
（
二
四
八
番
～
T
一
五
七
番
）
 
の
中
に
載
り
 
 

（
二
五
二
番
）
、
公
重
詠
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
「
月
」
の
歌
を
「
旅
の
月
」
の
歌
に
配
し
て
い
る
と
は
い
え
、
『
風
雅
集
』
 
 

は
、
公
．
重
の
歌
を
他
で
は
正
し
く
選
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
問
題
の
九
二
一
番
「
あ
た
ら
夜
の
」
 
の
歌
の
異
伝
は
、
そ
れ
が
そ
の
 
 

歌
と
ご
く
近
い
配
置
の
、
し
か
も
同
じ
「
魔
の
月
」
と
歌
題
が
整
理
で
き
る
歌
群
に
お
け
る
も
の
だ
け
に
、
不
審
な
の
で
あ
る
。
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も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
「
海
辺
月
」
と
い
う
歌
題
で
詠
ま
れ
た
歌
を
『
平
安
和
歌
歌
題
索
引
』
を
手
引
き
に
追
跡
し
て
も
、
問
 
 

題
の
歌
の
詠
ま
れ
た
場
を
、
そ
う
し
て
参
詠
老
を
解
明
す
る
に
ほ
至
ら
ず
、
こ
の
件
は
不
明
と
い
う
外
な
い
。
 
 
 

実
は
、
『
風
雅
集
』
の
作
者
表
記
に
は
、
他
集
に
お
け
る
詠
老
と
は
異
な
る
も
の
が
散
見
す
る
の
で
あ
る
。
『
中
世
の
文
学
 
風
 
 
 

（
4
3
）
 
 
 

尤
も
、
こ
の
歌
は
、
『
中
世
の
文
学
 
風
雅
和
歌
集
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
後
撰
集
』
春
下
の
、
 
 

源
さ
ね
あ
き
ら
 
 

月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
は
な
を
見
て
 
 

（
4
4
）
 
一
〇
三
 
あ
た
ら
夜
の
月
と
花
と
を
お
な
じ
く
は
あ
は
れ
し
れ
ら
ん
人
に
見
せ
は
や
 
 

の
影
響
の
も
と
、
「
あ
は
れ
し
れ
ら
ん
人
」
を
「
ひ
と
り
ぞ
な
が
め
つ
る
」
と
転
換
し
た
も
の
で
、
稿
老
は
本
歌
取
の
歌
と
見
る
。
 
 

そ
の
本
歌
取
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
歌
が
経
正
詠
で
あ
っ
て
も
公
垂
詠
で
あ
っ
て
も
、
不
思
議
は
な
い
が
、
そ
れ
が
、
旅
に
お
け
る
 
 

詠
歌
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
言
え
る
。
 
 
 

経
正
は
、
『
経
正
集
』
一
〇
九
番
に
「
厳
島
に
参
詣
し
て
侍
し
に
よ
め
る
」
の
歌
が
あ
り
、
「
と
を
き
所
へ
ま
か
り
侍
し
に
」
（
九
 
 

七
番
）
、
福
原
に
下
向
し
て
の
他
人
と
の
贈
答
（
九
八
番
・
一
〇
〇
番
・
一
〇
二
番
）
な
ど
が
あ
る
。
厳
島
・
福
原
で
平
氏
の
経
正
 
 

（
4
1
）
 
 

が
詠
歌
す
る
こ
と
は
、
当
然
あ
っ
て
然
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
公
重
は
、
『
風
情
集
』
に
よ
れ
ば
、
天
王
寺
（
三
七
番
）
 
 

と
住
吉
社
（
二
八
九
二
一
九
〇
番
）
で
の
詠
歌
は
あ
る
が
、
他
は
全
て
都
あ
る
い
は
都
近
辺
に
お
け
る
詠
歌
は
か
り
で
あ
る
。
公
重
 
 

が
厳
島
へ
参
詣
し
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
、
都
と
難
波
近
辺
の
み
で
詠
歌
し
た
、
と
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
偏
 
 

り
と
い
う
状
況
証
拠
は
、
無
視
す
る
わ
け
に
は
行
く
ま
い
。
 
 
 

尤
も
、
公
垂
は
、
平
家
の
人
々
と
の
交
流
が
、
そ
れ
も
、
和
歌
の
面
で
の
交
流
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
 
 

天
王
寺
、
刑
部
卿
た
だ
も
り
に
ま
い
り
あ
ひ
て
、
京
上
の
よ
し
い
へ
ば
（
『
風
情
集
』
三
七
番
）
 
 

内
蔵
頭
つ
ね
も
り
が
歌
合
、
五
首
（
一
七
七
番
）
 
 

つ
ね
も
り
の
三
位
の
欺
こ
ひ
し
に
（
三
一
三
番
）
 
 

つ
ね
も
り
の
三
位
歌
こ
ひ
し
に
、
時
雨
を
（
二
豆
八
番
）
 
 

と
、
 
 度
盛
や
、
経
正
の
父
の
経
盛
と
の
交
流
が
『
風
情
集
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
平
氏
と
共
に
厳
島
参
詣
を
し
た
可
能
性
 
 

（
4
5
）
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（
4
3
）
 
 

雅
和
歌
集
』
の
頭
注
に
指
摘
さ
れ
る
も
の
を
い
く
つ
か
給
介
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、
二
大
番
ロ
 
（
『
新
編
国
歌
大
観
』
四
八
番
）
の
 
 

「
源
信
明
朝
臣
」
の
歌
に
つ
い
て
、
「
信
明
集
・
忠
見
集
（
第
二
、
三
句
「
な
く
声
き
け
は
み
山
出
で
て
」
）
。
新
拾
遺
集
雑
上
に
作
 
 

者
『
忠
見
』
と
し
て
重
出
」
と
あ
る
例
、
ま
た
、
二
八
六
番
（
『
新
編
国
歌
大
観
』
二
九
六
番
）
 
の
「
殿
雷
門
院
大
輔
」
の
歌
に
つ
 
 

い
て
、
「
万
代
集
二
一
、
作
者
若
水
」
と
あ
る
例
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
か
よ
う
な
例
を
状
況
証
拠
と
す
る
と
、
問
題
の
歌
も
、
 
 

『
風
雅
集
』
に
お
け
る
詠
者
の
誤
謬
で
あ
っ
て
、
「
経
正
集
・
雑
。
作
者
経
正
」
と
で
も
注
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
 
 

『
風
雅
集
』
に
は
詠
者
の
誤
謬
が
散
見
す
る
、
と
い
う
事
実
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
こ
の
歌
も
そ
の
一
つ
に
敢
え
て
よ
か
ろ
う
。
 
 

『
経
正
集
』
 
に
示
さ
れ
る
詠
老
と
は
異
な
る
詠
者
と
し
て
他
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
第
七
番
目
の
例
は
、
経
正
詠
歌
で
は
な
く
、
 
 

贈
答
歌
の
他
人
詠
の
例
で
あ
る
。
『
経
正
集
』
の
雑
部
に
載
る
贈
答
歌
、
 
 

福
原
に
遷
都
之
時
、
の
わ
き
し
て
侍
し
朝
に
、
権
中
納
言
実
守
胸
許
へ
申
つ
か
は
し
侍
し
 
 
 

九
八
 
と
へ
か
し
な
ま
だ
す
み
な
れ
ぬ
み
や
こ
に
て
の
わ
き
に
あ
へ
る
や
ど
の
け
し
き
を
 
 

権
中
納
言
実
守
卿
 
 
 

返
し
 
 

九
九
 
す
み
な
れ
ぬ
や
ど
に
ち
り
く
る
こ
と
の
は
に
の
わ
き
の
か
ぜ
の
つ
て
ぞ
う
れ
し
き
 
 

は
、
経
正
と
権
中
納
言
藤
原
実
守
と
の
間
で
交
さ
れ
た
贈
答
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
松
野
陽
一
氏
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
源
有
房
 
 

（
8
）
 
 

の
家
集
『
有
房
集
』
二
類
本
に
、
全
く
同
じ
贈
答
歌
が
、
経
正
と
有
房
と
の
間
の
贈
答
と
し
て
載
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
 
 

み
や
こ
う
つ
り
と
し
の
あ
き
、
の
あ
き
の
を
び
た
1
し
く
し
た
る
つ
と
め
て
、
つ
ね
ま
さ
の
も
と
よ
り
 
 
 

二
〇
六
 
と
へ
か
し
な
ま
だ
す
み
な
れ
ぬ
み
や
こ
に
て
の
あ
き
に
あ
え
る
け
さ
の
こ
ゝ
ろ
を
 
 

か
へ
し
 
 
 

二
〇
七
 
す
み
な
れ
ぬ
や
ど
に
ぞ
わ
く
る
こ
と
の
ほ
ぞ
の
あ
き
の
風
の
つ
て
も
う
れ
し
き
 
 

が
そ
れ
で
あ
る
。
贈
歌
に
も
返
歌
に
も
異
文
が
あ
る
が
、
そ
う
し
て
、
贈
歌
の
「
や
ど
の
け
し
き
を
」
 
「
け
さ
の
こ
こ
ろ
を
」
な
ど
 
 

（
4
7
）
 
 

は
、
か
な
り
重
大
な
異
文
で
あ
る
が
 
ー
 
返
歌
の
「
や
ど
に
ち
り
く
る
」
 
「
や
ど
に
ぞ
わ
く
る
」
は
後
者
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
係
助
 
 

25   
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詞
「
ぞ
」
の
位
置
の
違
い
は
意
改
と
思
わ
れ
る
 
ー
、
両
者
は
同
一
の
贈
答
歌
で
あ
っ
て
、
窪
正
の
贈
歌
に
答
え
た
の
が
実
守
と
有
 
 

（
8
）
 
 

房
と
異
な
る
、
即
ち
、
異
伝
あ
る
い
は
誤
伝
が
生
じ
て
い
る
、
と
見
ざ
る
を
得
な
い
。
『
有
房
集
』
二
類
本
も
「
自
授
か
」
と
推
定
 
 

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
贈
答
の
詠
者
が
妥
当
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
摘
）
 
 
『
玉
葉
』
に
よ
れ
ば
、
治
承
四
年
六
月
二
日
の
福
原
遷
幸
の
行
列
に
実
守
も
有
房
も
加
わ
っ
て
い
る
。
即
ち
「
次
行
幸
、
甲
供
 
 

奉
人
々
、
公
卿
四
人
」
と
あ
っ
た
後
に
、
つ
ま
り
、
安
徳
帝
の
鳳
肇
の
後
に
続
く
人
と
し
て
、
 
 
 

左
大
将
実
定
、
別
当
時
息
、
宰
相
中
将
欝
、
 
 

と
あ
り
、
「
次
内
侍
所
」
と
あ
っ
た
後
に
、
つ
ま
り
、
内
侍
所
に
続
く
人
と
し
て
、
 
 

蔵
人
左
少
弁
行
隆
、
左
少
将
有
房
朝
臣
等
侯
之
、
各
騎
馬
云
々
、
 
 

と
あ
る
。
両
人
共
、
天
皇
や
内
侍
所
の
ご
く
近
く
に
侍
し
て
福
原
へ
下
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
か
な
り
重
要
な
位
置
に
あ
る
両
人
 
 

は
、
そ
の
後
も
福
原
に
在
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
当
然
、
経
正
と
の
交
流
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
点
で
ほ
、
『
経
正
 
 

集
』
 
『
右
房
集
』
両
集
の
記
載
は
、
つ
ま
り
経
正
と
実
守
、
経
正
と
有
房
の
歌
の
贈
答
は
、
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
『
経
正
雲
』
で
は
、
九
八
番
の
詞
書
の
「
実
守
胸
」
の
文
字
は
細
字
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
権
中
納
言
」
 
に
関
 
 

わ
る
勘
物
が
本
行
の
本
文
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
「
実
守
」
の
保
証
は
な
い
、
と
す
る
見
方
も
可
能
で
あ
る
 
ー
 
そ
の
場
合
、
 
 

九
九
番
の
「
返
し
」
の
下
方
の
「
権
中
納
言
芙
守
卿
」
の
方
は
、
そ
の
勘
物
に
応
じ
て
太
字
で
転
写
さ
れ
た
、
と
解
し
得
る
か
ら
、
 
 

矛
盾
は
生
じ
な
い
 
ー
。
そ
こ
で
「
権
中
納
言
実
守
胸
」
と
い
う
点
を
疑
っ
て
み
て
も
よ
い
。
何
し
ろ
、
『
玉
葉
』
に
あ
る
よ
う
に
、
 
 

福
原
遷
都
の
行
列
で
は
「
宰
相
中
将
」
で
あ
っ
た
実
守
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
『
公
卿
補
任
』
 
に
よ
れ
は
、
確
か
に
、
藤
原
実
守
は
、
 
 

治
承
四
年
は
未
だ
「
権
中
納
言
」
で
は
な
く
、
参
議
正
三
位
で
右
中
将
、
備
中
確
守
で
あ
る
。
こ
の
年
の
「
権
中
納
言
」
は
、
藤
原
 
 

兼
雅
・
平
時
忠
・
藤
原
忠
親
・
藤
原
良
通
・
藤
原
成
範
・
乎
痛
感
・
藤
原
朝
方
・
藤
原
実
家
の
八
人
で
あ
る
 
一
 
因
み
に
、
有
房
は
 
 

生
涯
を
通
じ
て
権
中
納
言
に
は
至
っ
て
い
な
い
・
・
・
⊥
 
実
守
が
権
中
納
言
に
至
る
の
は
、
二
年
後
の
養
和
二
年
三
月
八
日
の
こ
と
で
 
 

あ
る
。
た
だ
し
、
『
経
正
集
』
に
「
権
中
納
言
実
守
卿
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
集
の
成
立
年
、
つ
ま
り
寿
永
元
年
の
位
階
を
記
し
た
と
 
 

見
れ
は
、
こ
れ
ま
た
矛
盾
は
な
い
。
要
す
る
に
、
「
権
中
納
言
実
守
卿
」
と
い
う
表
記
か
ら
は
現
在
見
る
と
こ
ろ
の
『
経
正
集
』
の
記
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『
有
房
集
』
が
こ
の
贈
答
を
載
せ
る
こ
と
の
方
を
疑
っ
て
み
る
必
要
も
あ
る
。
し
か
し
、
中
村
文
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
経
 
 

正
と
有
房
の
交
流
は
多
く
、
『
有
房
集
』
に
ほ
、
こ
の
贈
答
を
含
め
て
四
対
、
経
正
と
の
贈
答
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
は
そ
 
 

の
歌
の
内
容
は
関
わ
り
が
な
い
た
め
、
詞
書
の
み
を
示
す
と
、
 
 

＊
一
一
九
 
六
月
つ
ご
も
り
の
ひ
、
た
ぢ
ま
の
か
み
つ
ね
ま
さ
の
も
と
よ
り
 
 
 

一
〓
○
 
返
し
 
 

・
＊
〓
二
〇
 
六
月
う
る
う
づ
き
あ
る
と
し
の
七
月
七
日
、
つ
ね
ま
さ
の
も
と
へ
申
つ
か
は
し
ゝ
 
 
 

〓
≡
 
か
へ
し
、
つ
ね
ま
さ
 
 

ユ
ニ
九
〇
 
と
う
れ
い
が
う
せ
た
る
こ
と
を
あ
は
れ
が
り
て
、
つ
ね
ま
さ
の
も
と
よ
り
 
 
 

三
九
一
 
か
へ
し
 
 

が
他
の
三
例
で
あ
る
。
問
題
の
二
〇
八
・
九
番
の
贈
答
歌
を
含
め
て
、
明
確
に
経
正
の
名
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
、
詠
歌
の
年
が
は
 
 

っ
き
り
判
る
詞
書
で
あ
っ
た
り
、
月
日
を
明
示
す
る
詞
書
で
あ
っ
た
り
と
、
こ
の
四
対
の
贈
答
歌
の
詞
書
に
は
共
通
点
が
多
い
。
そ
 
 

う
い
う
点
で
、
問
題
の
二
〇
八
・
九
番
の
贈
答
歌
に
『
有
房
集
』
と
し
て
異
例
の
と
こ
ろ
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
詞
書
の
書
き
様
の
 
 

面
か
ら
は
、
『
有
房
集
』
に
示
さ
れ
た
経
正
と
有
房
の
二
〇
八
・
九
番
の
交
流
を
疑
う
わ
け
に
は
行
く
ま
い
と
思
う
。
 
 
 

以
上
要
す
る
に
、
『
経
正
集
』
に
示
さ
れ
る
経
正
・
実
守
の
贈
答
と
す
る
記
載
と
、
『
有
房
集
』
に
示
さ
れ
る
経
正
・
有
房
の
贈
答
 
 

と
す
る
記
載
と
の
当
否
を
、
何
ら
か
の
証
拠
を
提
示
し
て
、
論
理
別
に
の
っ
と
っ
て
論
証
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
可
能
な
の
で
あ
 
 

る
。
と
す
れ
ば
、
経
験
則
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
者
の
記
載
の
相
違
を
判
定
す
る
以
外
に
、
方
法
は
あ
る
ま
い
。
 
 
 

前
述
の
よ
う
に
、
『
経
正
集
』
と
『
有
房
集
』
と
の
間
に
見
ら
れ
る
こ
の
贈
答
歌
の
答
歌
の
方
の
詠
老
の
相
違
に
関
し
て
は
、
既
 
 

（
4
6
）
 
 

に
、
松
野
陽
一
氏
が
指
摘
さ
れ
、
 
 

経
正
の
同
じ
「
と
へ
か
し
な
」
の
歌
に
対
す
る
経
正
集
の
実
守
の
答
歌
と
、
有
房
集
の
有
房
の
答
歌
の
間
に
は
、
第
二
句
そ
の
 
 

他
に
小
異
が
あ
る
だ
け
で
、
同
一
歌
と
一
応
考
え
ら
れ
、
経
正
が
歌
集
編
纂
の
際
に
相
手
を
誤
認
し
て
記
し
た
も
の
、
と
見
る
 
 
 

載
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
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の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
稿
著
も
、
以
下
に
述
べ
る
経
験
則
に
よ
っ
て
、
松
野
氏
の
考
え
に
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

一
体
、
贈
歌
を
贈
り
、
そ
の
筈
歌
を
手
に
し
た
と
し
て
、
そ
の
贈
答
の
相
手
を
正
確
に
記
憶
し
て
お
か
な
か
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
 
 

自
分
の
家
集
に
収
め
る
と
す
る
と
、
返
歌
の
名
前
を
誤
っ
て
載
せ
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
る
に
、
贈
歌
を
受
け
取
り
、
そ
の
筈
歌
 
 

を
返
し
た
と
し
て
、
そ
の
贈
答
の
相
手
を
正
確
に
記
憶
し
て
お
か
な
か
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
自
分
の
家
集
に
収
め
る
と
す
る
と
、
贈
 
 

歌
の
詠
著
名
を
誤
っ
て
載
せ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
返
歌
の
詠
老
を
間
違
え
て
載
せ
る
は
ず
が
た
い
。
自
分
の
詠
ん
だ
返
歌
で
あ
る
 
 

の
だ
か
ら
。
当
面
問
題
の
贈
答
歌
の
場
合
、
『
経
正
集
』
が
前
者
の
例
で
あ
り
、
『
有
房
集
』
が
後
者
の
例
で
あ
る
。
「
と
へ
か
し
 
 

な
」
の
経
正
の
贈
歌
に
対
す
る
「
す
み
な
れ
ぬ
」
の
返
歌
を
正
確
に
載
せ
る
の
ほ
、
そ
の
返
歌
を
詠
ん
だ
当
人
の
、
つ
ま
り
有
房
の
 
 

家
集
で
あ
る
。
経
正
は
自
分
の
詠
ん
だ
贈
歌
の
方
は
正
確
に
自
分
の
 
『
経
正
集
』
に
収
め
る
が
、
返
歌
の
「
す
み
な
れ
ぬ
」
の
歌
を
 
 

詠
ん
だ
人
の
名
を
誤
っ
て
載
せ
る
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
贈
答
歌
の
場
合
、
経
正
が
、
有
房
か
ら
の
返
歌
を
 
 

実
守
か
ら
の
も
の
と
誤
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
ご
と
く
、
経
験
則
か
ら
す
る
推
理
に
よ
っ
て
、
稿
者
は
、
松
野
氏
同
様
、
『
経
正
餐
』
の
記
載
を
誤
り
と
し
、
『
有
房
集
』
 
 

の
記
載
を
妥
当
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
『
経
正
集
』
に
対
し
て
詠
老
兵
伝
・
誤
伝
を
載
せ
た
か
と
も
見
え
る
『
有
房
集
』
の
二
〇
 
 

七
番
は
、
実
は
、
『
経
正
集
』
そ
の
も
の
の
誤
謬
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

『
経
正
集
』
所
載
歌
で
他
集
に
お
い
て
ほ
詠
老
を
異
に
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
歌
七
首
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
。
そ
の
結
 
 

果
、
『
西
行
上
人
集
』
李
花
亭
文
庫
本
の
「
追
加
」
に
西
行
歌
と
さ
れ
る
も
の
と
、
『
夫
木
抄
』
に
お
い
て
平
正
綱
の
歌
と
さ
れ
る
も
 
 

の
の
二
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
『
西
行
上
人
集
』
李
花
亭
文
庫
本
の
「
追
加
」
と
『
夫
木
抄
』
に
お
け
る
誤
謬
で
あ
る
こ
と
、
『
玄
玉
集
』
 
 

に
お
い
て
平
忠
度
詠
と
さ
れ
る
も
の
、
『
万
代
集
』
に
お
い
て
久
我
内
大
臣
源
雅
遺
詠
と
さ
れ
る
も
の
、
『
万
代
集
』
と
『
夫
木
抄
』
 
 

に
お
い
て
花
園
左
大
臣
源
有
仁
詠
と
さ
れ
る
も
の
、
『
風
雅
集
』
に
お
い
て
藤
原
公
重
詠
と
さ
れ
る
も
の
、
こ
の
出
例
は
、
確
か
な
 
 

証
拠
に
よ
っ
て
詠
老
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
『
経
正
集
』
が
自
採
家
集
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
を
尺
度
に
し
て
、
他
集
に
異
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伝
・
誤
伝
が
生
じ
た
と
見
る
外
な
い
こ
と
、
そ
う
し
て
、
『
有
房
集
』
二
項
本
に
お
い
て
有
房
返
歌
と
さ
れ
る
も
の
は
、
実
守
返
歌
 
 

と
し
て
収
め
る
『
経
正
集
』
の
記
載
の
方
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
、
以
上
の
こ
と
が
ら
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
各
々
の
歌
を
め
 
 

ぐ
る
そ
の
他
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 

＜
四
∨
 
 

『
経
正
集
』
の
一
一
九
首
に
過
ぎ
な
い
所
載
歌
の
内
の
七
首
の
歌
が
、
そ
う
し
て
、
「
読
み
人
知
ら
ず
」
や
故
意
に
伏
せ
た
詠
著
 
 

名
が
他
案
に
お
い
て
判
明
す
る
例
や
酷
似
す
る
歌
の
例
を
含
め
る
と
十
首
に
も
及
ぷ
歌
が
、
他
案
に
お
い
て
は
詠
者
を
異
に
し
て
収
 
 

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
同
時
代
の
別
人
の
自
摂
家
集
や
、
厳
密
な
撰
集
が
行
な
わ
れ
る
は
ず
の
勅
撰
集
に
、
『
経
正
集
』
 
 

の
記
載
と
は
異
な
っ
た
詠
老
と
し
て
載
る
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
い
わ
ゆ
る
寿
永
百
百
家
集
の
一
つ
と
推
定
さ
 
 

、
・
∴
 
 

れ
、
自
撰
家
集
と
考
え
ら
れ
て
き
た
『
経
正
集
』
に
関
し
て
、
全
く
相
反
す
る
二
つ
の
考
え
方
を
導
き
出
す
証
拠
事
実
に
す
る
こ
と
 
 

（
1
）
 
 

が
で
き
る
。
一
つ
は
、
『
窪
正
集
』
の
本
文
が
誤
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
現
存
す
る
「
江
戸
初
期
書
写
」
の
本
文
は
自
壊
家
集
成
 
 

立
時
の
ま
ま
で
は
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
『
経
正
集
』
の
本
文
は
お
お
む
ね
信
用
し
て
よ
く
、
他
集
の
記
 
 

載
の
方
に
異
伝
や
誤
伝
が
継
承
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
 
 
 

他
集
に
お
い
て
『
経
正
集
』
所
載
歌
と
ほ
詠
老
を
異
に
し
て
載
る
歌
十
首
に
つ
い
て
、
一
首
一
首
吟
味
し
て
得
ら
れ
た
結
果
は
、
 
 

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

『
有
房
集
』
の
記
載
に
よ
っ
て
判
明
し
た
よ
う
に
、
『
経
正
集
』
は
、
有
房
と
の
問
の
贈
答
歌
を
実
守
と
の
間
の
贈
答
歌
と
誤
っ
 
 

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
経
正
の
不
注
意
に
よ
る
誤
認
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
例
を
以
っ
て
『
経
正
集
』
の
本
文
や
編
集
の
在
り
方
 
 

全
体
ま
で
も
否
定
的
た
見
る
必
要
は
な
い
。
寿
永
元
年
に
成
っ
た
集
の
江
戸
初
期
の
写
本
で
あ
る
か
ら
、
何
が
し
の
書
写
蛙
本
文
変
 
 

化
は
生
じ
て
い
よ
う
が
、
唯
一
伝
わ
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
の
本
文
は
、
お
お
む
ね
信
用
し
て
よ
い
。
 
 
 

問
窺
は
、
経
正
・
有
房
の
贈
答
歌
に
関
す
る
例
は
別
と
し
て
、
他
集
の
本
文
や
編
纂
態
度
の
方
に
あ
る
。
私
撰
集
に
お
い
て
詠
者
 
 

の
誤
り
が
継
承
さ
れ
た
り
詠
者
を
誤
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
ま
ま
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
厳
密
な
撰
集
が
行
わ
れ
る
は
ず
の
勅
撰
集
で
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9
1
 
あ
っ
て
も
、
詠
著
名
が
誤
ら
れ
た
り
、
転
写
の
間
に
詠
著
名
に
異
文
が
生
じ
て
結
果
的
に
詠
著
名
が
誤
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
例
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
拍
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
6
）
 
 
 

多
く
は
な
い
に
し
て
も
、
皆
無
で
は
な
い
。
稿
者
自
身
も
、
『
新
勅
撰
集
』
に
お
け
る
例
を
発
見
し
、
『
続
古
今
集
』
の
例
を
論
証
 
 

し
た
こ
と
が
あ
る
。
私
撰
集
に
し
て
も
勅
撰
集
に
し
て
も
、
時
代
が
降
っ
た
集
に
お
け
る
時
間
の
隔
た
っ
た
歌
人
の
歌
の
場
合
、
選
 
 

歌
資
料
の
条
件
が
悪
く
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
歌
の
家
の
件
と
も
関
わ
っ
て
、
異
伝
・
誤
伝
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
わ
 
 

け
で
あ
る
。
本
稿
で
検
討
し
た
語
例
は
、
経
正
・
実
守
の
贈
答
以
外
は
、
全
て
、
『
経
正
集
』
の
記
載
が
妥
当
と
見
て
よ
い
。
 
 
 

本
稿
の
冒
頭
に
お
こ
と
ぁ
り
し
た
よ
う
に
、
本
稿
と
し
て
或
る
一
つ
の
結
論
や
考
え
を
導
き
出
す
こ
と
に
ほ
な
ら
な
か
っ
た
。
論
 
 

題
の
と
お
り
、
『
玄
玉
集
』
『
万
代
集
』
『
夫
木
抄
』
『
西
行
上
人
集
（
李
花
亭
文
庫
本
「
追
加
」
）
』
『
風
雅
集
』
『
有
房
集
（
二
類
本
）
』
 
 

に
お
け
る
『
経
正
集
』
所
載
歌
の
詠
老
異
伝
・
誤
伝
を
、
一
首
一
首
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
歌
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
相
互
の
関
連
 
 

は
考
慮
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
問
題
と
し
て
検
討
し
た
に
す
ぎ
な
い
本
稿
で
あ
る
。
そ
の
間
に
、
『
経
正
集
』
が
故
意
に
伏
せ
た
 
 

詠
著
名
が
判
明
し
た
り
、
『
万
代
集
』
か
ら
『
夫
木
抄
』
 
へ
の
資
料
の
利
用
が
明
ら
か
に
な
っ
た
り
、
詠
老
兵
伝
を
示
す
諸
集
の
そ
 
 

の
部
分
の
歌
の
配
列
の
工
夫
を
指
摘
し
た
り
、
そ
の
他
、
い
く
つ
か
の
小
さ
な
事
実
の
指
摘
を
試
み
た
に
す
ぎ
な
い
。
（
こ
の
間
に
 
 

整
理
を
試
み
な
か
っ
た
事
柄
を
一
つ
、
異
伝
・
誤
伝
の
人
的
関
係
に
つ
い
て
こ
こ
で
言
及
し
て
お
く
。
『
経
正
集
』
と
の
間
に
詠
著
 
 

異
伝
・
誤
伝
が
生
じ
る
の
は
、
同
時
代
の
人
と
の
間
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
ほ
注
員
さ
れ
て
よ
い
。
ま
た
、
有
房
歌
と
 
 

の
酷
似
、
有
房
が
養
子
と
な
っ
た
花
園
左
大
臣
有
仁
と
の
問
の
異
伝
、
有
房
の
返
歌
を
実
守
の
返
歌
と
誤
っ
た
件
な
ど
、
『
経
正
集
』
 
 

所
載
歌
の
詠
者
異
伝
・
誤
伝
に
源
有
房
に
関
わ
る
こ
と
が
多
い
事
実
も
、
注
目
さ
れ
る
。
が
、
稿
老
に
は
こ
れ
ら
の
件
に
関
し
て
こ
 
 

れ
以
上
の
追
求
の
準
備
が
な
い
J
 
 
 

『
経
正
集
』
所
載
歌
を
材
料
に
し
て
検
討
し
た
本
稿
で
は
あ
る
が
、
問
題
を
『
経
正
集
』
そ
の
も
の
に
限
っ
た
論
で
は
な
い
。
む
 
 

し
ろ
、
経
正
詠
歌
の
異
伝
・
誤
伝
を
載
せ
る
諸
集
の
本
文
や
編
集
方
法
に
廃
す
る
検
討
に
終
始
し
た
本
稿
で
あ
る
。
実
は
、
そ
こ
 
 

に
、
本
稿
の
一
つ
の
琴
言
の
中
心
が
あ
る
。
歌
の
集
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
詠
者
の
確
認
は
か
な
り
大
き
な
意
味
を
持
 
 

つ
。
そ
れ
は
、
私
家
集
・
私
撰
集
・
動
座
集
を
問
わ
な
い
。
各
々
の
集
の
各
々
の
歌
の
詠
老
を
確
認
し
、
異
伝
歌
・
誤
伝
歌
は
そ
れ
 
 

ぞ
れ
を
正
し
く
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
『
経
正
集
』
所
載
歌
を
例
に
し
て
、
そ
れ
を
試
み
て
み
た
本
稿
な
の
で
あ
る
。
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『
経
正
集
』
は
、
そ
う
し
て
、
経
正
の
歌
は
、
文
学
史
に
お
い
て
そ
れ
程
大
き
な
位
置
を
占
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
 
 

と
が
寿
永
百
首
家
集
と
い
う
ま
と
ま
り
に
広
が
り
、
ま
た
、
勅
撰
集
や
主
要
な
私
撰
集
に
ま
で
関
わ
っ
て
く
る
と
す
れ
ば
、
看
過
し
 
 

て
お
い
て
よ
い
も
の
で
も
な
い
。
さ
よ
う
な
意
味
で
は
、
本
稿
の
指
摘
と
吟
味
は
、
無
意
味
な
も
の
で
も
あ
る
ま
い
と
思
う
。
 
 

（
1
0
）
 
 

‾ヽ   ‾■    、    、  
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（
注
）
 
 

桂
官
本
叢
書
『
私
家
集
五
』
の
「
解
説
」
（
昭
和
三
〇
年
1
2
月
。
伊
地
知
鉄
男
・
橋
本
不
美
男
氏
担
当
）
 
 

『
経
正
集
』
の
引
用
は
写
真
複
製
に
よ
り
、
歌
番
号
は
『
私
家
集
大
成
中
古
Ⅱ
』
所
収
（
黒
川
昌
享
氏
担
当
）
に
よ
る
。
 
 

井
上
宗
雄
氏
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
』
（
昭
和
五
≡
年
1
0
月
）
の
「
第
六
章
 
寿
永
盲
首
家
集
を
め
ぐ
っ
て
」
。
他
に
、
谷
山
茂
・
森
本
 
 

元
子
・
松
野
陽
一
・
黒
川
昌
享
氏
等
に
、
同
様
の
発
言
が
あ
る
。
 
 

「
乎
経
正
和
歌
歌
番
号
対
照
表
」
（
『
筑
波
大
学
平
家
部
会
論
集
』
第
一
一
集
・
平
成
二
年
7
月
）
 
 

谷
山
茂
氏
「
平
家
歌
壇
と
千
載
集
」
（
「
文
学
・
語
学
」
昭
和
三
八
年
9
月
。
『
谷
山
茂
著
作
集
六
』
収
録
）
。
久
保
田
淳
・
松
野
陽
一
氏
校
注
 
 

『
千
載
和
歌
集
』
（
昭
和
四
四
年
9
月
）
な
ど
。
 
 

陽
明
叢
書
『
千
載
和
歌
集
』
の
「
解
説
」
（
昭
和
五
一
年
3
月
。
『
谷
山
茂
著
作
集
三
』
収
録
）
 
 

森
本
元
子
氏
『
二
条
院
讃
岐
集
私
注
』
（
『
〓
粂
院
讃
岐
と
そ
の
周
辺
』
昭
和
五
九
年
3
月
所
収
）
に
も
、
こ
の
件
の
言
及
ほ
な
い
。
 
 

寿
永
富
首
家
集
と
推
定
さ
れ
る
一
類
本
に
対
立
し
、
「
自
撰
か
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
本
文
。
『
私
家
集
大
成
中
古
Ⅱ
』
所
収
。
 
 

題
材
・
語
り
の
型
・
作
詞
■
主
題
・
作
中
時
間
・
作
中
場
所
等
の
語
は
、
小
西
甚
一
氏
「
分
析
批
評
の
あ
ら
ま
し
」
（
「
解
釈
と
荘
官
」
昭
和
 
 

四
二
年
5
月
）
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
小
西
氏
の
諸
論
考
に
お
け
る
定
義
に
従
っ
て
用
い
る
。
 
 

書
写
性
本
文
変
化
・
著
作
性
宏
文
形
成
の
語
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
平
家
物
語
』
の
語
り
と
読
み
」
 
（
「
軍
記
と
語
り
物
」
第
十
〓
号
▲
昭
 
 

和
四
九
年
1
2
月
）
を
ご
参
照
あ
り
た
い
。
 
 

『
平
安
朝
歌
合
大
成
八
』
（
昭
和
四
〇
年
4
月
）
 
 

「
源
有
房
考
」
へ
「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
第
五
七
号
・
昭
和
六
一
年
1
2
月
）
 
 

『
私
家
集
大
成
中
世
Ⅰ
』
所
収
（
底
本
、
尊
経
閤
文
庫
蔵
本
）
 
に
よ
る
。
 
 

『
私
家
集
大
成
中
古
Ⅱ
』
所
収
（
底
本
、
神
官
文
庫
蔵
本
）
に
よ
る
。
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『
私
家
集
の
研
究
』
（
昭
和
四
一
年
1
1
月
）
の
「
第
七
草
 
『
実
国
集
』
『
師
光
集
』
」
。
 
 

松
野
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
「
和
歌
史
研
究
 
平
家
歌
人
の
和
歌
資
料
集
成
」
（
「
文
芸
論
叢
」
第
六
号
・
昭
和
四
五
年
2
月
）
 
 

『
藤
原
実
国
集
・
源
師
光
集
（
修
復
本
文
）
』
（
森
本
氏
私
家
版
。
昭
和
四
六
年
9
月
）
。
稿
著
は
未
見
。
 
 

『
新
編
国
歌
大
観
』
（
底
本
、
高
松
官
本
）
の
他
ほ
、
『
辞
書
類
従
』
本
を
調
査
。
 
 

「
文
王
和
歌
集
考
」
（
立
正
女
子
大
学
短
期
大
学
部
「
研
究
紀
要
」
一
四
、
昭
和
四
五
年
1
2
月
）
 
 

『
和
歌
大
辞
典
』
（
昭
和
六
一
年
3
月
）
の
「
玄
玉
集
」
の
項
（
松
野
陽
一
氏
担
当
）
。
 
 

未
詳
。
上
覚
説
（
山
田
暗
全
氏
「
上
覚
・
千
覚
と
玄
玉
集
の
撰
者
」
国
文
学
踏
査
・
第
七
号
・
昭
和
二
一
入
年
3
月
）
や
隆
覚
説
が
あ
る
。
 
 

第
三
末
二
九
「
薩
摩
守
都
ヨ
リ
返
テ
俊
成
胸
二
相
給
事
」
の
章
。
 
 

『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
。
後
藤
重
郎
・
安
田
徳
子
氏
担
当
・
解
題
。
 
 

『
私
家
集
大
成
中
古
Ⅰ
』
所
収
（
底
本
、
榊
原
家
本
）
 
 

橋
本
不
美
男
・
滝
沢
貞
夫
氏
著
『
校
本
堀
河
院
御
時
首
首
和
歌
と
そ
の
研
究
』
（
昭
和
五
一
年
3
月
）
 
 

『
私
家
集
大
成
中
世
Ⅱ
』
所
収
（
底
本
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
 
五
〇
一
・
五
一
一
本
）
。
 
 

『
私
家
集
大
成
中
古
Ⅱ
』
所
収
（
底
本
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
）
 
 

桂
官
本
叢
書
『
私
家
集
五
』
。
注
1
参
照
。
 
 

『
私
家
集
大
成
中
古
Ⅱ
』
所
収
（
底
本
、
浅
野
家
本
）
。
犬
養
廉
・
斎
藤
照
子
氏
解
題
。
 
 

山
田
清
市
・
小
鹿
野
茂
次
氏
著
（
昭
和
四
二
年
5
月
）
 
 

『
私
家
集
大
成
中
世
Ⅰ
』
所
収
に
よ
る
。
 
 

佐
佐
木
信
綱
氏
等
編
（
昭
和
一
六
年
2
月
）
 
 

『
異
本
山
家
集
附
西
行
論
』
（
明
治
三
九
年
1
0
月
）
 
 

「
『
山
家
集
』
所
載
西
行
歌
一
首
存
疑
（
下
）
」
（
本
誌
・
第
七
号
、
昭
和
五
七
年
1
2
月
）
お
よ
ぴ
『
西
行
和
歌
歌
番
号
対
照
表
』
（
昭
和
六
≡
 
 

年
1
2
月
）
 
 

古
典
文
庫
『
未
刊
中
世
歌
合
集
上
』
（
昭
和
三
四
年
3
月
。
『
谷
山
茂
著
作
集
四
』
収
録
）
 
 

「
『
山
家
集
』
所
載
西
行
歌
一
首
存
疑
（
上
）
」
（
本
誌
・
第
六
号
、
昭
和
五
六
年
1
2
月
）
 
 

名
古
屋
和
歌
文
学
研
究
会
編
『
勅
撰
集
 
付
新
案
集
 
作
者
索
引
』
（
昭
和
六
一
年
7
月
）
に
よ
る
。
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（
4
8
）
 
国
書
刊
行
会
本
『
玉
葉
』
（
明
治
l
二
九
年
6
月
）
に
よ
る
。
 
 

（
4
9
）
 
「
『
新
勅
挟
集
』
入
集
道
因
法
師
歌
一
首
存
疑
」
（
「
日
本
古
典
文
学
会
々
報
」
第
八
三
号
・
昭
和
五
五
年
1
2
月
）
 
 

〔
付
言
〕
本
稿
は
、
筑
波
大
学
第
二
学
群
日
本
語
・
日
本
文
化
芋
類
昭
和
六
三
年
度
稿
者
担
当
の
講
義
「
日
本
文
学
と
そ
の
特
質
」
 
 

に
お
け
る
演
習
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 
 

42 4140 39 38  47 46 45 44 43  

国
文
学
研
究
資
料
館
収
蔵
の
写
真
複
製
等
に
よ
り
調
査
。
 
 

注
3
5
の
「
解
題
」
。
楠
橋
開
氏
「
三
百
六
十
番
歌
含
羞
し
替
え
考
」
（
「
和
歌
文
学
研
究
」
三
三
号
、
昭
和
五
〇
年
9
月
）
に
も
詳
論
が
あ
る
。
 
 

第
二
巻
「
私
撰
集
編
」
（
昭
和
五
九
年
3
月
）
所
収
。
浜
口
博
茸
・
福
田
秀
一
氏
担
当
。
 
 

『
私
家
集
大
成
中
古
Ⅱ
』
所
収
（
底
本
、
谷
山
茂
氏
蔵
本
）
 
 

公
刊
の
あ
る
旧
『
国
歌
大
観
』
（
流
布
本
系
）
・
『
中
世
の
文
学
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
）
・
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
九
州
大
学
歳
細
川
文
庫
本
）
 
 

・
『
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
』
（
吉
田
兼
右
筆
本
）
。
 
 

次
田
香
澄
・
岩
佐
美
代
子
氏
校
注
（
昭
和
四
九
年
7
月
）
 
の
九
一
一
番
歌
の
頭
注
な
ど
。
 
 

『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
（
底
本
、
日
本
大
学
総
合
図
書
館
蔵
定
家
筆
天
福
二
年
本
透
写
本
）
。
 
 

径
麦
全
編
、
後
藤
祥
子
氏
編
集
責
任
（
昭
和
六
一
年
6
月
）
 
 

「
遷
都
述
懐
歌
小
考
」
（
『
軍
記
物
と
そ
の
周
辺
』
昭
和
四
四
年
3
月
）
 
 

仮
名
の
「
ち
」
が
「
そ
」
と
似
る
こ
と
、
ま
た
、
仮
名
の
「
わ
（
字
母
「
和
」
）
」
が
「
り
（
字
母
「
利
」
）
」
と
似
る
こ
と
が
重
な
っ
た
も
の
 
 

と
見
る
。
 
 


