
歌
仙
家
集
本
『
貫
之
集
』
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

ヽ

「
千
世
の
雪
」

ー
貫
之
集
歌
の
本
文
異
同
と
貫
之
の
表
現

延
喜
十
五
年
十
二
月
、
保
忠
左
大
辮
口
左
大
臣
北
方
被
奉
五

十
賀
時
屏
風
和
歌

囚
我
宿
の
松
の
木
ず
ゑ
に
す
む
鶴
は
千
世
の
雪
か
と
思
ふ
べ
ら
也
（
正

（注
l
)

保
版
本
歌
仙
家
集
本
貫
之
集
・
五
一
）

と
も
に
千
年
の
齢
を
保
つ
と
い
う
松
と
鶴
を
詠
み
込
ん
だ
賀
の
屏
風
歌
で

あ
る
。
右
の
本
文
に
よ
る
と
、
一
首
は
、
松
の
木
末
に
止
っ
て
い
る
鶴
を

雪
に
見
紛
う
趣
向
の
歌
と
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
貫
之
集
』
の
諸
本
を

見
る
と
、
傍
線
を
施
し
た
第
四
句
に
次
の
よ
う
な
異
文
が
認
め
ら
れ
、
そ

れ
に
よ
る
と
、
歌
の
趣
向
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。

千
世
の
雪
か
と
千
世
の
ゆ
か
り
と
〈
西
〉

〈御〉

※
〈
西
〉
1
1

西
本
願
寺
本
。
〈
御
〉
1
1

宮
内
庁
書
陵
部
蔵

(510.12)

御
所
本
。

と

す
な
わ
ち
、
西
本
願
寺
本
、
御
所
本
の
共
通
異
文
「
千
世
の
ゆ
か
り
と
」

に
よ
る
と
、
一
首
は
、
「
鶴
は
松
の
こ
と
を
千
年
の
縁
者
と
思
っ
て
い
る
よ

う
だ
。
」
と
い
う
松
と
鶴
の
縁
の
深
さ
を
強
調
し
た
歌
と
な
る
の
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
『
貫
之
集
』
の
中
に
は
、
こ
の
歌
と
類
想
の
一
首
が
あ
り
、

そ
の
歌
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
本
文
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。

（
延
喜
十
七
年
八
月
宣
旨
に
よ
り
て
）

⑱
千
世
ま
で
の
雪
か
と
み
れ
ば
松
風
に
た
ぐ
ひ
て
た
づ
の
声
ぞ
聞
こ

ゆ
る
（
正
保
版
本
歌
仙
家
集
本
貫
之
集
・
七
四
）

諸
本
を
見
る
と
、
傍
線
を
施
し
た
第
二
句
が
、
次
の
よ
う
に
対
立
し
て
い

る。

雪
か
と
み
れ
ば
ゆ
か
り
し
あ
れ
は
〈
西
〉

ゆ
か
り
に
し
あ
れ
は
〈
御
〉

囚
の
歌
と
同
様
に
、
歌
仙
家
集
本
系
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
鶴
を
雪
に
見
紛

う
歌
と
な
り
、
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
に
よ
れ
ば
、
松
と
鶴
の
縁
の
深
さ

を
強
調
し
た
歌
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
、
類
想
の
関
係
に
あ
る
二
首
の
歌
に
お
け
る
酷
似
し
た
本

「
千
憔
の
ゆ
か
り
」

加

藤

幸
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ま
ず
、
二
首
の
歌
の
用
語
、
文
脈
に
目
を
向
け
て
、

本
来
の
形
で
あ
る
の
か
考
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。

〈
西
〉
〈
御
〉

千
世
の
ゆ
か
り
と

④
我
宿
の
松
の
木
ず
ゑ
に
す
む
鶴
は
千
世
の
雪
か
と
思
ふ
べ
ら
也
（
正

保
版
本
歌
仙
家
集
本
）

二、

文
異
同
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
二
首

の
異
同
を
仮
名
の
レ
ベ
ル
で
比
較
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

0

0

 

.

.

 

囚
ち
よ
の
ゆ
き
か
と
|
|
'
ち
よ
の
ゆ
か
り
と

o

o

o

o

 

.

.

.

.

 

⑱
ゆ
き
か
と
み
れ
は
ゆ
か
り
し
あ
れ
は

凶
の
ば
あ
い
、
二
文
字
が
対
立
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
い
ず
れ
か
が
誤
写

に
よ
っ
て
発
生
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
⑲
の
ば
あ
い
、

四
文
字
に
わ
た
っ
て
対
立
し
て
お
り
、
誤
写
の
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
首
の
歌
に
共
通
し
て
、
「
ゆ
き
」
↑
ー
~
「
ゆ

か
り
」
と
い
う
語
と
語
の
レ
ベ
ル
の
異
同
が
見
ら
れ
、
本
文
異
同
に
対
応

し
て
趣
向
ま
で
二
首
の
歌
で
同
じ
よ
う
に
変
わ
る
と
い
う
現
象
は
、
と
て

も
偶
然
の
結
果
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
や
は
り
、

CN⑱
二
首
と
も
に
、
い

ず
れ
か
の
本
文
が
意
図
的
な
改
変
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

「
千
世
の
雪
」
と
「
千
世
の
ゆ
か
り
」
、
「
千
世
ま
で
の
雪
」
と
「
千
世

ま
で
の
ゆ
か
り
」
、
い
っ
た
い
、
い
ず
れ
が
貫
之
の
意
図
を
伝
え
た
本
文
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
二
首
の
歌
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
、
お
よ
び
、
貫
之

表
現
の
特
徴
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
こ
の
問
題
を
解
明
し
、
『
貫
之
集
』

の
本
文
と
貫
之
表
現
の
特
徴
の
関
係
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。

い
ず
れ
の
本
文
が

右
の
一
首
を
歌
仙
家
集
本
系
、
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
そ
れ
ぞ
れ
の
本

文
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
み
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

正
保
版
本
を
底
本
と
す
る
木
村
正
中
氏
の
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
土
佐

（注
3
)

日
記
貫
之
集
』
は
、
次
の
よ
う
な
通
釈
を
示
し
て
い
る
。

私
の
家
の
松
の
木
ず
え
に
止
っ
て
い
る
鶴
剤
見
る
と
、
千
代
も
変
ら

ぬ
雪
か
と
見
紛
う
よ
う
だ
。

傍
線
を
施
し
た
よ
う
に
、
「
鶴
は
」
の
「
は
」
を
「
を
」
の
意
に
、
「
思
ふ

べ
ら
な
り
」
を
「
見
紛
う
よ
う
だ
」
と
訳
し
て
い
る
。
穏
当
な
解
釈
の
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
通
釈
に
は
、
鶴
を
雪
と
見
紛
う
の

は
誰
で
あ
る
の
か
、
助
動
詞
「
べ
ら
な
り
」
は
何
を
推
量
し
て
い
る
の
か

明
確
で
な
い
憾
み
が
あ
る
。
そ
の
点
、
香
川
景
樹
の
『
貫
之
集
注
』
は
、

同
じ
く
「
千
世
の
雪
か
と
」
の
本
文
に
よ
り
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
き

わ
め
て
明
解
で
あ
る
。

こ
の
わ
が
宿
の
松
の
末
に
い
と
し
ろ
う
む
れ
ゐ
る
鶴
は
時
し
も
わ
か

ぬ
も
の
な
れ
ば
、
千
世
も
き
え
せ
ぬ
雪
な
め
り
と
た
れ
も
思
ひ
ま
が

（注
4
)

ふ
べ
き
ぞ
と
也
。

傍
線
を
施
し
た
よ
う
に
、
鶴
を
雪
に
見
紛
う
の
は
遠
く
か
ら
鶴
を
見
る
人
々

で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
お
り
、
「
べ
ら
な
り
」
に
つ
い
て
も

詠
み
手
が
鶴
を
見
る
人
々
の
思
い
を
推
量
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る。
一
方
、
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
に
よ
る
と
、
「
鶴
は
」
の
「
は
」
は
「
思

ふ
」
の
主
語
を
提
示
し
、
「
べ
ら
な
り
」
は
詠
み
手
が
鶴
の
思
い
を
推
量
し

た
も
の
と
解
さ
れ
、
一
首
は
、
次
の
よ
う
に
通
釈
で
き
よ
う
。

わ
が
宿
の
松
の
木
ず
え
に
止
っ
て
い
る
鶴
は
、
松
の
こ
と
を
千
年
の

縁
者
と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

- 2 -



こ
の
よ
う
に
、
囚
の
歌
は
い
ず
れ
の
本
文
に
よ
っ
て
も
解
釈
で
き
る
よ

う
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
推
量
の
助
動

詞
「
べ
ら
な
り
」
の
用
法
に
注
目
す
る
と
、
歌
仙
家
集
本
系
の
本
文
に
は

難
点
が
あ
り
、
木
村
氏
の
古
典
集
成
や
景
樹
の
『
貫
之
集
注
』
の
よ
う
に

は
解
釈
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
歌
仙
家
集
本
系
の
本
文
に
よ
る
と
、
一
首
は

鶴
を
雪
と
見
紛
う
趣
向
の
歌
と
な
り
、
「
鶴
は
」
の
「
は
」
は
「
思
ふ
」
の

目
的
語
を
提
示
し
た
係
助
詞
、
「
べ
ら
な
り
」
は
”
鶴
を
見
る
人
々
“
の
思

い
を
推
量
し
た
助
動
詞
と
解
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
一
首
全
体
を
見
渡
し

て
も
「
べ
ら
な
り
」
に
よ
っ
て
推
量
さ
れ
る
”
鶴
を
見
る
人
々
“
は
明
示

さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
当
該
歌
と
同
様
に
「
1

は
S
べ
ら
な
り
」

と
い
う
形
を
備
え
た
歌
々
を
見
て
ゆ
く
と
、
「
べ
ら
な
り
」
に
よ
っ
て
推
量

さ
れ
る
対
象
は
、
係
助
詞
「
は
」
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
が

多
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

ア
、
山
高
み
見
つ
つ
わ
が
来
し
桜
花
風
困
心
に
ま
か
す
べ
ら
な
り
（
古

今
集
・
八
七
・
貫
之
）

0

0

0

 

0
 

イ
、
秋
の
夜
の
あ
か
ぬ
別
れ
を
た
な
ば
た
は
経
緯
に
こ
そ
思
ふ
べ
ら
な

糾
（
後
撰
集
・
ニ
四
七
・
射
恒
）

ウ
、
花
も
み
な
散
り
ぬ
る
宿
ば
行
く
春
の
ふ
る
さ
と
と
こ
そ
な
り
ぬ
べ
'

ら
な
れ
（
拾
遺
集
・
七
七
・
貫
之
）

工
、
秋
す
ぎ
て
残
れ
る
菊
は
神
無
月
雲
を
わ
け
て
ぞ
匂
ふ
べ
ら
な
る
（
延

（注
6
)

喜
廿
一
＼
二
年
初
冬
内
裏
菊
合
・
醍
醐
天
皇
）

オ
、
秋
の
田
と
世
の
中
を
さ
へ
わ
が
ご
と
く
か
り
に
も
人
ぼ
＇
思
ふ
べ
ら

（注
7
)

な
り
（
貫
之
集
ー
・
ニ
三
三
）

0

0

 

0
 

カ
、
紫
の
一
本
菊
困
よ
ろ
づ
よ
を
武
蔵
野
に
こ
そ
頼
む
べ
ら
な
れ
（
兼

輔
集
ー
・
五
八
）

キ
、
久
方
の
天
つ
空
に
も
住
ま
な
く
に
人
は
よ
そ
に
ぞ
思
ふ
べ
ら
な
る

（
元
方
集
・
三
）

0

0

 

ク
、
玉
く
し
げ
ふ
た
む
ら
山
の
月
影
は
よ
ろ
づ
代
を
こ
そ
照
ら
す
べ
引
｀

閏
（
兼
盛
集
ー
・
六
四
）

い
ず
れ
も
、
係
助
詞
「
は
」
は
、
「
べ
ら
な
り
」
が
接
続
し
て
い
る
動
詞
の

主
語
を
提
示
し
て
お
り
、
「
べ
ら
な
り
」
は
、
「
は
」
が
提
示
し
た
名
詞
の

状
態
を
推
量
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
の
歌
は
、
「
風
」
が
心
の
ま
ま
に

花
を
散
ら
し
て
い
る
状
態
を
推
量
し
て
お
り
、
イ
の
歌
は
、
「
た
な
ば
た
」

が
「
経
緯
に
」
つ
ま
り
あ
れ
こ
れ
と
思
い
悩
ん
で
い
る
様
子
を
推
量
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
貫
之
前
後
の
勅
撰
集
、
歌
合
、
私
家
集
を
調
査
し
た
と

こ

ろ

、

「

は

S
べ
ら
な
り
」
と
い
う
形
を
備
え
た
歌
は
四
五
例
に
の
ぽ

り
、
そ
の
う
ち
右
の
よ
う
な
例
は
四
二
例
に
達
す
る
。
わ
ず
か
に
残
る
三

例
が
、
「
は
」
を
「
を
」
の
意
に
解
す
べ
き
例
、
つ
ま
り
「
べ
ら
な
り
」
が

接
続
し
て
い
る
動
詞
の
目
的
語
を
提
示
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
例
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ケ
、
あ
や
め
草
根
長
き
と
れ
ば
沢
水
の
深
き
心
ば
知
り
ぬ
べ
ら
な
り
（
貫

之
集
ー
・
ニ
ニ
七
）

コ
、
年
ご
と
に
あ
か
ぬ
別
れ
は
た
な
ば
た
の
あ
ら
ぬ
人
さ
へ
な
げ
く
べ

ら
な
り
（
延
喜
十
六
年
七
月
七
日
庚
申
亭
子
院
殿
上
人
歌
合
）

サ
、
住
吉
の
岸
に
波
立
つ
松
も
み
な
千
年
即
君
に
ゆ
づ
る
べ
ら
な
り
（
兼

澄
集
II.
―
―
六
）

こ
れ
ら
の
う
ち
、
コ
と
サ
の
二
例
に
つ
い
て
は
、

0
を
施
し
た
よ
う
に
、

「
べ
ら
な
り
」
に
よ
っ
て
推
量
さ
れ
る
対
象
が
歌
の
中
に
示
さ
れ
て
お
り
、

注
意
さ
れ
る
。
「
べ
ら
な
り
」
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
す
る
必
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要
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
推
量
さ
れ
る
対
象
が
歌
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
こ

（注
8
)

と
が
多
く
、
対
象
の
状
態
を
推
量
す
る
の
が
根
本
的
用
法
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
を
勘
案
す
る
と
、
囚
の
歌
に
つ
い
て
も
、
「
べ
ら
な
り
」

に
よ
っ
て
推
量
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
”
鶴
を
見
る
人
々
“

の
思
い
で
は
な
く
、
係
助
詞
「
は
」
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
「
鶴
」

の
思
い
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え

て
、
歌
仙
家
集
本
系
の
本
文
「
我
宿
の
松
の
木
ず
ゑ
に
す
む
鶴
即
、
千
世
の

雪
か
と
思
ふ
べ
ら
な
り
」
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
と
、

わ
が
宿
の
松
の
木
ず
え
に
止
っ
て
い
る
鶴
は
、
（
自
ら
の
こ
と
を
）
千

年
の
雪
か
と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

と
な
り
、
「
鶴
が
自
分
の
こ
と
を
雪
と
思
う
」
と
い
う
き
わ
め
て
不
可
解
な

歌
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
「
我

宿
の
松
の
木
ず
え
に
す
む
鶴
ば
千
世
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
べ
ら
な
り
」
に
よ

る
と

わ
が
宿
の
松
の
木
ず
え
に
止
っ
て
い
る
鶴
は
、
（
松
の
こ
と
を
）
千
年

の
縁
者
と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

と
な
り
、
詠
み
手
が
鶴
の
思
い
を
推
量
し
た
歌
と
し
て
自
然
な
解
釈
が
得

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
「
鶴
は

S
と
思
ふ
べ
ら
な
り
」

と
い
う
文
脈
に
適
合
す
る
の
は
、
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
本
文
「
千
世

の
ゆ
か
り
と
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
⑱
の
歌
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

〈
御
〉
ゆ
か
り
に
し
あ
れ
は

〈
西
〉
ゆ
か
り
し
あ
れ
は

⑱
千
世
ま
で
の
雪
か
と
み
れ
ば
松
風
に
た
ぐ
ひ
て
た
づ
の
声
ぞ
聞
こ
ゆ

る
（
正
保
版
本
歌
仙
家
集
本
）

以
上
見
て
き
た
と
お
り
、
二
首
の
歌
の
用
語
・
文
脈
に
着
目
す
る
か
ぎ

正
保
版
本
を
底
本
と
す
る
木
村
正
中
氏
の
新
潮
日
本
古
典
集
成
は
、
右
の

一
首
を
、松

に
置
く
千
代
ま
で
の
雪
か
と
思
っ
て
見
た
ら
、
雪
の
よ
う
に
白
い

鶴
の
風
に
合
わ
せ
て
鳴
く
声
が
聞
え
た
。

と
通
釈
し
て
お
り
、
囚
の
歌
と
同
様
に
鶴
を
雪
に
見
紛
う
趣
向
の
歌
と
い

う
理
解
で
あ
る
。
景
樹
の
『
貫
之
集
注
』
も
、
歌
仙
家
集
本
系
の
本
文
に

よ
っ
て
、う

ち
わ
た
し
た
る
松
の
う
へ
に
鶴
の
い
と
し
ろ
く
む
れ
ゐ
る
さ
ま
な

る
べ
し
。
上
に
「
千
世
雪
か
と
お
も
ふ
べ
ら
な
り
」
と
い
へ
る
に
同

じ
心
ば
へ
に
て
、
心
は
明
也
。

と
解
し
て
お
り
、
木
村
氏
と
同
様
の
理
解
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
西
本
願

寺
本
・
御
所
本
に
よ
る
と
、
一
首
は
、

松
と
鶴
は
千
年
ま
で
の
縁
が
あ
る
の
で
、
松
風
の
音
と
一
緒
に
な
っ

て
鶴
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

と
解
さ
れ
、
千
年
の
齢
を
保
つ
松
と
鶴
の
縁
の
深
さ
を
強
調
し
た
歌
と
な

る。
こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
本
文
に
よ
っ
て
も
解
釈
は
可
能
で
あ
り
、
と

く
に
語
法
上
の
問
題
も
な
い
。
た
だ
し
、
「
松
風
に
た
ぐ
ひ
て
た
づ
の
」
と

あ
る
よ
う
に
「
た
ぐ
ふ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
点
は
注

意
さ
れ
る
。
二
つ
の
物
が
相
添
う
、
連
れ
添
う
意
の
「
た
ぐ
ふ
」
は
、
鶴

を
雪
と
見
た
「
千
世
ま
で
の
雪
か
と
み
れ
ば
」
よ
り
も
、
松
と
鶴
の
縁
の

深
さ
を
強
調
し
た
「
千
世
ま
で
の
ゆ
か
り
し
あ
れ
ば
」
と
む
す
び
つ
く
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
れ
で
は
、
貫
之
表
現
の
特
徴
と
い
う
視
点
か
ら
、
「
千
世
の
雪
か
と
」

|
「
千
世
の
ゆ
か
り
と
」
、
「
千
世
ま
で
の
雪
か
と
み
れ
ば
」
ー
「
千
世
ま

で
の
ゆ
か
り
し
あ
れ
ば
」
と
い
う
本
文
異
同
を
見
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

は
た
し
て
、
い
ず
れ
の
形
が
貫
之
の
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
ろ
う

`
A
0
 

カ

`
_
J
 

ー,'、

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
歌
仙
家
集
本
系
の
「
千
世
の
雪
か
と
」
お
よ

び
「
千
世
ま
で
の
雪
か
と
み
れ
ば
」
に
よ
る
と
、
い
ず
れ
の
歌
も
松
に
止

ま
る
鶴
を
雪
と
見
紛
う
趣
向
と
な
り
、
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
「
千
世

の
ゆ
か
り
と
」
お
よ
び
「
千
世
ま
で
の
ゆ
か
り
（
に
）
し
あ
れ
ば
」
に
よ

る
と
、
松
と
鶴
を
千
年
の
縁
者
と
見
る
と
い
う
趣
向
に
な
る
。

現
存
す
る
貫
之
の
歌
々
を
見
渡
す
と
、
鶴
を
雪
に
、
雪
を
鶴
に
見
紛
う

と
い
う
歌
を
三
例
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
、
む
れ
て
を
る
葦
辺
の
た
づ
を
忘
れ
つ
つ
水
に
も
消
え
ぬ
~
か
と
ぞ

見
る
（
貫
之
集
ー
・
三
八
六
）

イ
、
よ
そ
な
れ
ば
汀
に
立
て
る
あ
し
た
づ
を
浪
か
~
か
と
わ
き
ぞ
か
ね

つ
る
（
同
•
四
五
八
）

ウ
、
松
が
枝
に
訓
か
と
見
ゆ
る
白
雪
は
つ
も
れ
る
年
の
し
る
し
な
り
け

り
（
同
・
三
六
五
）

ア
と
イ
の
二
首
は
、
水
辺
の
鶴
を
雪
と
見
て
い
る
が
、
ウ
は
松
に
積
っ
た

雪
を
鶴
と
見
て
慶
賀
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
歌
仙
家
集
本
系
に
よ
っ

一、

り
、
囚
⑲
い
ず
れ
の
歌
に
お
い
て
も
、
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
本
文
が

優
位
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
ば
あ
い
の
囚
⑱
二
首
と
酷
似
し
た
趣
向
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う

な
鶴
を
雪
に
、
雪
を
鶴
に
見
紛
う
趣
向
の
歌
は
、
同
時
代
の
他
の
歌
人
に

は
見
出
し
難
く
、
貫
之
に
特
有
の
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
な
歌
々
の
存
在
を
考
慮
す
れ
ば
、
歌
仙
家
集
本
系
の
形
が
貫
之
の
歌
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
貫
之
の
歌
々
を
見
て
ゆ
く
と
、
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の

よ
う
に
松
と
鶴
を
千
年
の
縁
者
と
し
た
歌
も
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

c
見
渡
せ
ば
松
の
う
れ
ご
と
に
住
む
鶴
は
千
代
の
ど
ち
と
ぞ
思
ふ
べ
ら

（注
9
)

な
る
（
土
佐
日
記
）

土
佐
か
ら
の
帰
途
、
松
に
飛
び
交
う
鶴
を
見
て
「
船
人
」
つ
ま
り
貫
之
が

詠
ん
だ
歌
で
、
「
鶴
は
松
の
こ
と
を
千
年
の
仲
間
と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
」

と
推
し
測
っ
て
い
る
。
傍
線
を
施
し
た
よ
う
に
「
千
代
の
ど
ち
」
と
い
う

表
現
も
見
ら
れ
、
囚
の
歌
の
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
形
に
酷
似
し
た
歌

と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
歌
仙
家
集
本
系
の
諸
本
に
は
、
次
の
よ
う
な
歌
が

あ
る
。

松
が
枝
に
ふ
り
し
く
雪
を
あ
し
た
づ
の
も
と
色
か
へ
ぬ
松
に
ざ
り
け

る
（
正
保
版
本
・
ニ
七
八
）

こ
の
歌
、
右
の
本
文
の
ま
ま
で
は
解
釈
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
と
こ
ろ
が
、

西

本

願

寺

本

・

御

所

本

で

同

じ

箇

所

を

見

る

と

、

〈

雙

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
,
 

⑪
ま
つ
が
え
に
ふ
り
し
く
ゆ
き
を
あ
し
た
づ
の
ち
よ
の
ゆ
か
り
に
ふ
る

か
と
ぞ
み
る
（
西
本
願
寺
本
・
一
六
三
）

切
よ
の
な
か
に
ひ
さ
し
き
も
の
は
ゆ
き
の
う
ち
に
り
ど
い
，
な
か
べ
ぬ
松

に
ぞ
お
が
，
肋
る
（
一
六
四
）

と
あ
り
、
こ
の
形
な
ら
、
⑪
、
防
い
ず
れ
の
歌
も
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

点
線
部
を
辿
る
と
、
歌
仙
家
集
本
系
の
本
文
は
、
⑪
の
上
の
句
に
誤
っ
て
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切
の
下
の
句
を
続
け
た
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
⑪

の
歌
で
、
「
松
に
積
っ
た
雪
を
葦
鶴
が
千
年
の
縁
で
飛
ん
で
来
た
と
見
る
」

と
い
う
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
「
千
世
の
ゆ
か
り
」
と
い
う
表
現

も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
松
と
鶴
を
縁
者
と
見
る
と
い
う
趣

向
は
、
当
時
の
屏
風
歌
に
多
く
詠
ま
れ
た
松
と
鶴
と
い
う
と
り
合
わ
せ
を

強
く
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
け

れ
ど
も
、
他
の
歌
人
の
松
と
鶴
を
詠
ん
だ
歌
々
、

万
代
を
脳
に
ぞ
君
を
い
は
ひ
つ
る
千
と
せ
の
か
げ
に
住
ま
む
と
思
へ

ば
（
古
今
集
・
三
五
六
・
素
性
）

高
砂
の
脳
に
住
む
鯛
冬
来
れ
ば
尾
上
の
霜
や
置
き
ま
さ
る
ら
む
（
拾

遺
集
・
ニ
三
七
・
元
輔
）

あ
し
た
づ
の
む
れ
ゐ
る
末
の
脳
山
は
い
く
そ
か
さ
ね
の
千
と
せ
な
る

ら
む
（
兼
盛
集
ー
・
六
七
）

鯛
も
住
み
脳
も
生
ひ
た
る
こ
ゆ
る
ぎ
の
磯
の
海
人
さ
へ
千
代
を
こ
そ

祈
れ
（
能
宣
集
ー
・
四
七
七
）

な
ど
を
見
て
も
同
様
な
趣
向
の
歌
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
や
は
り
貫

之
に
特
有
の
趣
向
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
c
⑪
二
首
の

歌
の
存
在
を
考
慮
す
る
と
、
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
形
が
貫
之
の
歌
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
鶴
を
雪
と
見
紛
う
、
松
と
鶴
を
縁
者
と
見
る
と
い
っ
た

一
首
全
体
の
趣
向
に
注
目
し
て
用
例
を
探
る
と
、
歌
仙
家
集
本
系
、
西
本

願
寺
本
・
御
所
本
い
ず
れ
の
形
も
貫
之
の
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
一
首
全
体
の
趣
向
だ
け
で
は
な
く
、
「
千
世
の
雪
」
「
千

世
の
ゆ
か
り
」
、
「
千
世
ま
で
の
雪
」
「
千
世
ま
で
の
ゆ
か
り
」
と
い
う
表
現

に
も
目
を
向
け
て
用
例
を
探
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
あ
げ
た
例
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
貫
之
は
、
松
と
鶴
を
詠

ん
だ
歌
の
中
に
、
「
千
世
の
ど
ち
」
「
千
世
の
ゆ
か
り
」
と
い
う
表
現
を
一

例
ず
つ
残
し
て
い
る
。
し
か
も
、
い
ず
れ
の
表
現
も
、
同
時
代
の
他
の
歌

人
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
貫
之
独
自
の
表
現
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
と
こ
ろ
が
、
「
千
世
の
雪
」
「
千
世
ま
で
の
雪
」
に
つ
い
て
は
、
貫
之

に
も
、
同
時
代
の
他
の
歌
人
に
も
全
く
用
例
が
な
い
。
「
千
世
の
ゆ
か
り
」

「
千
世
ま
で
の
ゆ
か
り
」
は
、
松
と
鶴
が
と
も
に
千
年
の
齢
を
保
つ
こ
と

に
注
目
し
て
生
ま
れ
て
来
た
表
現
と
し
て
容
易
に
理
解
で
き
る
。
ま
た
、

「
千
世
の
雪
」
「
千
世
ま
で
の
雪
」
も
、
『
貫
之
集
注
』
が
、
「
屏
風
の
絵
の

う
ご
か
ぬ
か
た
に
つ
き
、
又
、
鶴
の
千
世
に
も
思
ひ
よ
せ
た
る
な
り
。
」
と

述
べ
る
よ
う
に
、
鶴
が
千
年
の
齢
を
保
つ
こ
と
に
よ
る
表
現
と
見
ら
れ
、

予
祝
の
表
現
と
し
て
成
り
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
貫
之
に
も
同

時
代
の
他
の
歌
人
に
も
全
く
例
が
な
い
と
な
れ
ば
、
貫
之
に
例
が
あ
り
、

し
か
も
貫
之
独
自
の
表
現
で
も
あ
る
「
千
世
の
ゆ
か
り
」
「
千
世
ま
で
の
ゆ

か
り
」
が
、
貫
之
の
表
現
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
一
首
全
体
の
趣
向
だ
け
で
な
く
、
「
千
世
の
雪
」
「
千
世

の
ゆ
か
り
」
と
い
う
表
現
に
も
目
を
向
け
て
用
例
を
探
っ
て
み
る
と
、
西

本
願
寺
本
・
御
所
本
の
本
文
が
貫
之
の
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
形
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

,I, 
2
 

,'、

ま
た
、
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
形
は
、
貫
之
に
特
徴
的
な
趣
向
と
さ

ら
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

貫
之
は
、
松
と
鶴
を
詠
ん
だ
歌
の
ほ
か
に
も
、
二
つ
の
景
物
を
縁
あ
る

人
間
の
よ
う
に
む
す
び
つ
け
た
歌
を
残
し
て
い
る
。

⑩
ゆ
か
り
と
も
聞
こ
え
ぬ
も
の
を
山
吹
の
か
は
づ
の
声
に
に
ほ
ひ
け
る
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か
な
（
貫
之
集
ー
・
ニ
五
四
）

⑰
年
ご
と
に
き
つ
つ
声
す
る
郭
倒
花
橘
や
劉
と
な
る
ら
む
（
同
・
三
四

四）

＠
雪
ふ
れ
ば
う
と
き
物
な
く
刷
も
木
も
ひ
と
つ
ゆ
か
り
に
な
り
ぬ
べ
ら

な
り
（
同
・
三
一
五
）

⑪
立
て
ば
立
つ
ゐ
れ
ば
ま
た
ゐ
る
吹
く
風
と
捌
と
は
思
ふ
ど
ち
に
や
あ

る
ら
む
（
土
佐
日
記
）

い
ず
れ
も
、
傍
線
を
施
し
た
よ
う
に
、
「
ゆ
か
り
」
「
妻
」
「
ど
ち
」
と
い
っ

た
こ
と
ば
が
詠
み
込
ま
れ
、
二
つ
の
景
物
が
縁
あ
る
人
間
の
よ
う
に
む
す

（
注
1
1
)

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
⑯
の
歌
は
、
小
町
谷
照
彦
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
ゆ
か
り
と
も
聞
こ
え
ぬ
も
の
を
」
と
「
山
吹
」
と
「
蛙
」
の
関
係
を
否

定
し
て
は
い
る
も
の
の
、
「
ゆ
か
り
」
と
い
う
こ
と
ば
を
詠
み
込
む
こ
と
に

よ
っ
て
「
蛙
」
が
鳴
く
と
「
山
吹
」
が
咲
く
と
い
う
両
者
の
深
い
関
係
を

強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
⑰
は
、
「
郭
公
が
毎
年
橘
の
枝
で
鳴
く
の
は
、
花

橘
が
妻
と
な
っ
た
か
ら
か
」
と
「
郭
公
」
と
「
花
橘
」
を
む
す
び
つ
け
て

い
る
。
さ
ら
に
、
c
は
、
雪
に
よ
っ
て
真
っ
白
に
な
っ
た
「
草
」
と
「
木
」

を
「
ひ
と
つ
ゆ
か
り
」
に
な
っ
た
よ
う
だ
と
詠
み
、
⑩
は
、
動
き
を
共
に

す
る
「
風
」
と
「
波
」
を
「
思
ふ
ど
ち
」
な
の
か
と
推
し
測
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

⑯
の
歌
は
、
当
時
類
型
化
し
て
い
た

II

山
吹
と
蛙
“
と
い
う
と
り
合
わ

せ
を
強
く
意
識
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
他
の

歌
人
の

II

山
吹
と
蛙
“
を
詠
み
込
ん
だ
歌
々
、

釦
鳴
く
井
手
の
訓
閃
散
り
に
け
り
花
の
盛
り
に
逢
は
ま
し
も
の
を
（
古

今
集
・
―
二
五
•
読
人
不
知
）

都
人
来
て
も
折
ら
な
む
卸
鳴
く
県
の
井
戸
の
山
吹
の
花
（
後
撰
集
・

-
0
四
・
橘
公
平
女
）

し
の
び
か
ね
鳴
き
て
蛙
の
惜
し
む
を
も
知
ら
ず
う
つ
ろ
ふ
山
吹
の
花

（
同
・
―
ニ
ニ
•
読
人
不
知
）

あ
し
び
き
の
山
吹
の
花
ち
り
に
け
り
ゐ
で
の
か
は
づ
は
い
ま
や
な
く

ら
む
（
新
古
今
集
・
一
六
ニ
・
興
風
）

な
ど
を
見
て
も
、
二
つ
の
景
物
を
”
ゆ
か
り
“
と
し
て
む
す
び
つ
け
た
歌

は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
、
の
の
歌
も
、
”
橘
と
郭
公
“
と
い
う
と
り
合
わ
せ

を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
他
の
歌
人
の
”
橘
と
郭
公
“

を
詠
ん
だ
歌
々
、

け
さ
来
鳴
き
い
ま
だ
旅
な
る
郭
知
．
花
橘
に
宿
は
か
ら
な
む
（
古
今
集
・

一
四
―
•
読
人
不
知
）

や
ど
り
せ
し
花
橘
も
枯
れ
な
く
に
な
ど
郭
知
声
絶
え
ぬ
ら
む
（
同
・

一
五
五
・
千
里
）

色
変
え
ぬ
花
橘
に
郭
倒
千
代
を
な
ら
せ
る
声
聞
こ
ゆ
な
り
（
後
撰
集
・

一
八
六
•
読
人
不
知
）

郭
公
な
ど
か
来
鳴
か
ぬ
わ
が
宿
の
花
橘
の
実
に
な
る
ま
で
に
（
射
恒

集
ー
・
一
七
九
）

な
ど
を
見
て
も
、
花
橘
を
郭
公
の
妻
と
見
た
歌
は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

⑩
か
ら
仰
の
よ
う
な
、
二
つ
の
景
物
の
間
の
何
ら
か
の
関
係
に
着
目
し
、

本
来
無
心
な
二
つ
の
景
物
を
縁
あ
る
人
間
同
士
の
よ
う
に
む
す
び
つ
け
る

と
い
う
趣
向
は
、
少
し
時
代
が
下
る
と
、

山
里
の
夏
の
垣
根
は
お
ぼ
つ
か
な
劉
の
ゆ
か
り
に
見
ゆ
る
卯
の
花
（
順

集
II
・
九
二
）

声
聞
け
ば
同
じ
ゆ
か
り
の
虫
な
れ
や
ひ
ぐ
ら
し
に
こ
そ
~
も
鳴
き
け

れ
（
重
之
集
・
ニ
五
六
）
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色
色
に
薄
く
も
濃
く
も
置
き
わ
く
る
躙
と
捌
と
の
仲
の
ゆ
か
し
さ
（
兼

澄
集
I
I
•
五
）

う
と
か
ら
で
か
か
れ
る
藤
の
花
な
が
ら

rliに
心
は
た
が
は
ざ
ら
な
む

（
中
務
集
ー
・
五
四
）

な
ど
と
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
け
れ
ど
も
、
貫
之
と
同
時
代
の
歌
人
の
歌

に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
無
心
な
二
つ
の
景

物
を
縁
あ
る
人
間
同
士
の
よ
う
に
む
す
び
つ
け
る
と
い
う
趣
向
は
、
貫
之

に
特
徴
的
な
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

松
と
鶴
が
と
も
に
千
年
の
齢
を
保
つ
こ
と
に
着
目
し
、
両
者
を

11

ゆ
か

り
“
と
し
て
む
す
び
つ
け
た
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
形
は
、
右
に
見
た

よ
う
な
貫
之
に
特
徴
的
な
趣
向
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
形
は
、
次
の
よ
う
な
貫
之
の
歌
々

と
も
無
縁
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0
 

0
 

0
 

①
松
の
音
琴
に
し
ら
ぶ
る
山
風
は
瀬
の
糸
を
や
す
げ
て
ひ
く
ら
む
（
貫

之
集
ー
・
九
四
）

0

0

0

0

0

0

0

0

 

③
流
れ
く
る
も
み
ぢ
葉
見
れ
ば
唐
錦
瑯
の
糸
し
て
織
れ
る
な
り
け
り
（
同
・

1
0三）

③
青
柳
の
糸
よ
り
か
く
る
春
し
も
ぞ
乱
れ
て
花
の
ほ
こ
ろ
び
に
け
る
（
古

今
集
・
ニ
六
）

0

0

0

 

0
 

④
秋
の
野
の
千
種
の
花
は
女
郎
花
ま
じ
り
て
織
れ
る
錦
な
り
け
り
（
貫

之
集
ー
・
三
四
六
）

0

0

0

 

固
秋
の
野
の
萩
の
錦
は
女
郎
花
立
ち
ま
じ
り
つ
つ
織
れ
る
な
り
け
り
（
同
・

四
五
四
）

0

0

0

 

0
 

0
 

⑥
秋
来
れ
ば
機
織
る
却
の
あ
る
な
へ
に
唐
錦
に
も
見
ゆ
る
野
辺
か
な
（
同
・

三
五
九
）

い
ず
れ
も
、
傍
線
を
施
し
た
二
つ
あ
る
い
は
三
つ
の
景
物
が
、
比
喩
や
縁

語
と
い
っ
た
表
現
技
巧
を
媒
介
と
し
て
緊
密
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
①
の
歌
は
、
「
松
の
音
」
を
琴
の
音
に
喩
え
、
「
滝
」
を
琴
の

糸
に
、
「
山
風
」
を
そ
の
弾
き
手
に
喩
え
て
三
つ
の
景
物
を
こ
と
ば
の
世
界

で
関
係
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
②
は
、
滝
を
流
れ
る
「
も
み
ぢ
葉
」
を
唐

錦
に
、
「
滝
」
を
そ
の
織
り
糸
に
喩
え
て
二
つ
の
景
物
を
む
す
び
つ
け
て
い

る
。
さ
ら
に
、
③
は
、
「
青
柳
」
を
糸
に
喩
え
、
一
首
全
体
を
糸
の
縁
語
で

構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
青
柳
が
糸
を
嵯
っ
て
懸
け
て
待
ち
か
ま
え
て

い
る
と
き
に
、
そ
の
糸
で
縫
っ
て
く
れ
と
言
は
ん
ば
か
り
に
花
が
ほ
こ
ろ

ぶ
」
と
、
無
心
な
「
青
柳
」
と
「
花
」
を
、
し
め
し
合
わ
せ
た
人
間
の
よ

う
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
な
趣
向
の
歌
は
、
同
時
代
の
他
の

歌
人
の
歌
に
も
、

0

0

 

0
 

0
 

0
 

O
 

O
 

0
 

琴
の
音
に
響
き
か
よ
へ
る
松
風
は
し
ら
べ
て
も
鳴
く
蝉
の
声
か
な
（
寛

平
御
時
后
宮
歌
合
・
作
者
未
詳
）

0

0

 

0
 

0

0

0

 

0
 

0
 

0
 

秋
風
に
ほ
こ
ろ
び
ぬ
ら
し
藤
袴
つ
づ
り
さ
せ
て
ふ
き
り
ぎ
り
す
鳴
く

（
古
今
集
・
一

0
二
O・
在
原
棟
梁
）

0

0

 

0

0

 

青
柳
の
糸
目
も
見
え
ず
春
ご
と
に
徊
の
錦
を
誰
か
織
る
ら
む
（
射
恒

集
IV
・
ニ
ニ
六
）

0

0

0

 

0
 

0
 

秋
風
に
散
る
も
み
ぢ
葉
は
女
郎
花
宿
に
織
り
敷
く
錦
な
り
け
り
（
後

撰
集
・
四
一
0
•
読
人
不
知
）

な
ど
と
散
見
す
る
け
れ
ど
も
、
貫
之
ほ
ど
ま
と
ま
っ
た
数
の
用
例
を
残
し

て
い
る
歌
人
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
比
喩
や
縁
語
と
い
っ
た
表
現
技

巧
を
媒
介
と
し
て
二
つ
以
上
の
景
物
を
む
す
び
つ
け
て
ゆ
く
と
い
う
趣
向

は
、
貫
之
に
特
徴
的
な
も
の
と
言
う
こ
と
で
き
よ
う
。

本
来
無
心
な
松
と
鶴
を
縁
あ
る
人
間
の
よ
う
に
む
す
び
つ
け
た
囚
⑪
二
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以
上
、
『
貫
之
集
』
に
収
め
ら
れ
た
二
首
の
歌
の
本
文
異
同
を
、
そ
れ
ぞ

れ
の
歌
の
文
脈
、
貫
之
表
現
の
特
徴
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
検
討
し
て

き
た
。
そ
の
結
果
、
囚
⑱
い
ず
れ
の
歌
に
お
い
て
も
、
歌
仙
家
集
本
系
よ

り
も
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
本
文
が
、
文
脈
に
適
合
し
、
し
か
も
貫
之

表
現
の
特
徴
と
よ
り
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
二
首
の
歌
の
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
『
金
葉
集
初
度
本
』
と
い
っ

た
他
文
献
に
お
け
る
様
相
を
見
て
も
、
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
「
千
世

の
ゆ
か
り
と
」
「
千
世
ま
で
の
ゆ
か
り
（
に
）
し
あ
れ
ば
」
が
優
位
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
囚
⑱
と
も
に
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
本
文
「
千
世
の
ゆ

か
り
と
」
「
千
世
ま
で
の
ゆ
か
り
（
に
）
し
あ
れ
ば
」
が
本
来
の
形
、
す
な

わ
ち
貫
之
の
意
図
を
伝
え
た
本
文
と
判
断
し
て
狂
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

歌
仙
家
集
本
系
の
本
文
を
底
本
と
す
る
景
樹
の
『
貫
之
集
注
』
は
、
囚

の
歌
の
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
本
文
「
千
世
の
ゆ
か
り
と
」
に
つ
い
て
、

こ
は
「
千
世
の
雪
」
と
い
ふ
を
心
得
か
ね
て
直
し
た
る
也
。

と
述
べ
て
お
り
、
⑱
の
歌
の
「
千
世
ま
で
の
ゆ
か
り
（
に
）
し
あ
れ
ば
」

に
つ
い
て
は
、 四、

首
の
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の
形
は
、
表
現
技
巧
を
媒
介
と
し
て
い
る
か

否
か
と
い
う
違
い
こ
そ
あ
れ
、
こ
と
ば
の
世
界
で
二
つ
の
景
物
を
む
す
び

つ
け
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
右
に
見
た
よ
う
な
貫
之
の
歌
々
と
も

無
縁
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
囚
⑱
二
首
の
歌
の
西
本
願
寺
本
・
御
所
本
の

本
文
は
、
貫
之
に
特
徴
的
な
趣
向
と
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
貫

之
の
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
形
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

い
ず
れ
も
う
つ
し
み
だ
れ
た
る
な
る
べ
し
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
木
村
正
中
氏
の
新
潮
日
本
古
典
集
成
も
、
『
土

佐
日
記
』
の
「
見
渡
せ
ば
松
の
う
れ
ご
と
に
住
む
鶴
は
千
代
の
ど
ち
と
ぞ

思
ふ
べ
ら
な
る
」
の
頭
注
に
お
い
て
、
囚
の
歌
と
の
関
係
に
ふ
れ
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
貫
之
集
』
に
き
わ
め
て
近
い
類
歌
（
↓
五
一
）
が
あ
り
、
お
そ
ら

く
そ
の
旧
作
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
歌
仙
家
集
本
（
底
本
）
『
貫
之

集
』
に
下
句
「
千
代
の
雪
か
と
思
ふ
べ
ら
な
り
」
と
あ
る
の
を
、
雪

を
除
い
て
詠
み
変
え
た
と
思
わ
れ
る
。
西
本
（
稿
者
注
、
西
本
願
寺

本
）
が
同
歌
を
「
千
代
の
ゆ
か
り
と
」
と
す
る
の
は
、
『
土
佐
日
記
』

の
影
響
か
。

つ
ま
り
、
囚
の
歌
に
お
け
る
西
本
願
寺
本
の
「
千
世
の
ゆ
か
り
と
」
が
、

『
土
佐
日
記
』
の
歌
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
た
本
文
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
事
実
は
逆
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
歌
仙
家
集
本
系
の
「
千
世
の
雪
か
と
」
お
よ

び
「
千
世
ま
で
の
雪
か
と
見
れ
ば
」
の
方
が
、
す
で
に
引
い
た
松
の
雪
を

鶴
と
見
た
、

松
が
枝
に
鶴
か
と
見
ゆ
る
白
雪
は
つ
も
れ
る
年
の
し
る
し
な
り
け
り

（
貫
之
集
ー
・
三
六
五
）

な
ど
を
参
考
と
し
て
改
変
さ
れ
た
本
文
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

歌
仙
家
集
本
、
西
本
願
寺
本
、
御
所
本
と
い
う
『
貫
之
集
』
の
三
系
統

は
、
歌
の
配
列
に
共
通
す
る
部
分
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
共
通
の
祖
本

（注
13)

か
ら
派
生
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
三
系
統
を
形
態
的
に
見

る
と
、
歌
仙
家
集
本
系
統
が
最
も
整
然
と
し
た
形
を
保
持
し
て
い
る
の
に

対
し
、
西
本
願
寺
本
、
御
所
本
は
、
錯
簡
、
脱
落
と
い
っ
た
歌
序
の
乱
れ
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を
共
有
し
て
お
り
、
欠
点
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
底
本
に
選
ば
れ
て
広
く

読
ま
れ
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
歌
仙
家
集
本
の
系
統
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
文
に
つ
い
て
見
る
と
、
西
本
願
寺
本
、
御
所
本
の
方
が
貫
之
表
現
の
特

（注
14)

徴
に
適
合
す
る
ば
あ
い
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
そ

の
一
端
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
今
後
と
も
表
現
論
の
立
場
か

ら
さ
ら
に
西
本
願
寺
本
、
御
所
本
の
本
文
の
性
格
を
検
討
し
て
ゆ
く
必
要

が
あ
ろ
う
。

一
部
表
記
を
改
め
た
箇
所

（注）

ー
、
正
保
四
年
版
本
「
歌
仙
家
集
」
（
筑
波
大
学
付
属
図
書
館
蔵
、
ル

212.362)

に
よ
る
。

但
し
、
濁
点
を
施
し
、
『
私
家
集
大
成
中
古
ー
』
所
収
「
貫
之
ー
」
に
よ
っ
て
歌
番
号

を
付
し
た
。

2
、
『
貫
之
集
』
の
現
存
諸
本
は
、
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

第

一

類

①

A
、
歌
仙
家
集
本
（
正
保
版
本
、
九
巻
、
八
八
九
首
）
系
。

B

、
陽
明
文
庫
蔵
本
（
近
・
サ
•
6
8、
九
巻
、
八
九
二
首
）
系
。

②
西
本
願
寺
本

(
-
0巻
、
七
二
七
首
）
系
。

③
御
所
本
（
書
陵
部
蔵
510.12
、
七
巻
、
九
三

0
首）。

第
二
類
伝
二
条
為
氏
筆
本
（
九
一
首
）
系
。

第
三
類
伝
藤
原
行
成
筆
貫
之
集
切
（
断
簡
一
五
葉
、
三
九
首
）
。

当
該
歌
囚
お
よ
び
後
に
あ
げ
る
⑲
は
、
と
も
に
第
一
類
の
三
系
統
に
見
ら
れ
、
今
回

披
見
し
得
た
伝
本
は
、
第
一
類
①B
系
統
に
属
す
る
、
陽
明
文
庫
蔵
（
近
・
サ•
6
8
)
、

陽
明
文
庫
蔵
（
近
・

2
1
2
.
1
)
、
内
閣
文
庫
蔵

(201.434)
、
東
海
大
学
蔵
桃
園
文
庫

本
、
山
形
大
学
蔵

(
9
1
1
.
1
•
K
S
)

、
お
よ
び
、
②
西
本
願
寺
本
、
③
御
所
本
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
紙
焼
き
写
真
、
複
製
本
に
よ
っ
た
。

3
、
昭
6
3
.
1
2
、
新
潮
社
。

4
、
国
文
学
研
究
資
料
館
保
管
（
故
久
松
潜
一
氏
寄
託
）
本
を
底
本
と
す
る
田
中
登
氏
編

『
校
訂
貫
之
集
』
（
昭
6
2
.
2
)
所
収
本
に
よ
る
。

5
、
勅
撰
集
の
本
文
は
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
但
し
、

が
あ
る
。

6
、
歌
合
の
本
文
は
、
萩
谷
朴
氏
編
著
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
に
よ
る
。
但
し
、

記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

7
、
私
家
集
の
本
文
は
、
『
私
家
集
大
成
』
に
よ
る
。
但
し
、
一
部
表
記
を
改
め
た
箇
所
が

あ
る
。

8
、
他
に
も
、

0

0

0

 

春
の
き
る
霞
の
衣
ぬ
き
を
う
す
み
山
風
に
こ
そ
乱
る
べ
ら
な
れ
（
古
今
集
・
ニ
三
）

今
い
く
か
春
し
な
け
れ
ば
鶯
も
も
の
は
な
が
め
て
思
ふ
べ
ら
な
り
（
古
今
集
・
四

ニ
八
）

0

0

 

0
 

ふ
る
さ
と
を
別
れ
て
咲
け
る
菊
の
花
旅
な
が
ら
こ
そ
匂
ふ
べ
ら
な
れ
（
後
撰
集
・

三
九
九
）

君
恋
ふ
る
我
も
久
し
く
な
り
ぬ
れ
ば
袖
に
涙
も
ふ
り
ぬ
べ
ら
な
り
（
拾
遺
集
・
九

六
0
)

な
ど
、
い
ず
れ
も
推
量
さ
れ
て
い
る
対
象
が
歌
の
中
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
森
野
宗

明
氏
「
ベ
ラ
ナ
リ
と
い
ふ
こ
と
ば
1

位
相
上
の
問
題
を
主
と
し
て
ー
」
（
『
国
語
学
』

昭
3
5
.
3
)
は
、
「
ベ
ラ
ナ
リ
は
、
辞
と
し
て
の
ベ
シ
が
、
こ
の
よ
う
な
ー
ラ
ナ
リ
と

い
う
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
詞
化
し
て
客
体
性
を
も
兼
備
し
、
主
体
的
客
体

的
表
現
を
持
つ
に
い
た
っ
た
こ
と
ば
と
思
わ
れ
る
。
〈
あ
る
こ
と
が
ら
が
|
'
—
べ
き
様

態
に
お
い
て
あ
る
〉
と
い
っ
た
、
強
く
指
定
す
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
し
、
ま
た

そ
う
か
と
い
っ
て
単
に
推
量
す
る
も
の
で
も
な
い
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
た
だ
よ

わ
せ
る
表
現
性
」
を
有
す
る
語
と
指
摘
し
て
い
る
。

9
、
『
土
佐
日
記
』
の
本
文
は
、
木
村
正
中
氏
訳
注
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
土
佐
日
記
貫

之
集
』
（
昭
6
3
.
1
2
•
新
潮
社
）
に
よ
る
。

•••••••• 

10
、
但
し
、
「
千
世
の
雪
」
は
、
「
千
世
も
き
え
せ
ぬ
雪
」
（
『
貫
之
集
注
』
）
「
千
代
も
変
ら

ぬ
雪
」
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
な
ど
の
よ
う
に
こ
と
ば
を
補
わ
ね
ば
理
解
し
に
く
い

表
現
で
あ
る
。

11
、
「
貫
之
ー
幻
視
の
こ
と
ば
」
（
『
国
文
学
』
昭
5
5
.
3
。
の
ち
『
古
今
和
歌
集
と
歌
こ
と

ば
表
現
』
平
6
.
1
0
、
岩
波
書
店
所
収
）
。

12
、
囚
の
歌
は
、
他
の
文
献
に
次
の
よ
う
な
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。

わ
が
や
ど
の
ま
つ
の
こ
ず
ゑ
に
な
く
た
づ
は
ち
よ
の
ゆ
か
り
と
お
も
ふ
な
る
べ
し

（
書
陵
部
蔵
501.123
忠
琴
集
）

わ
が
や
ど
の
ま
つ
の
梢
に
な
く
た
づ
を
ち
よ
の
ゆ
か
り
と
お
も
ふ
な
り
け
り
（
古

一
部
表

- 10 -



今
和
歌
六
帖
・
ニ
ニ
五
四
、
作
者
名
「
貫
之
、
た
だ
み
ね
或
本
」
）

わ
が
や
ど
の
ま
つ
の
こ
ず
ゑ
に
す
む
つ
る
は
ち
よ
の
ゆ
か
り
と
お
も
ふ
べ
ら
な
り

（
金
葉
集
初
度
本
）

我
が
宿
の
松
の
こ
ず
ゑ
に
す
む
鶴
は
千
代
の
雪
か
と
思
ふ
べ
ら
な
り
（
夫
木
和
歌

抄
．
―
二
五
八
六
、
「
家
集
貫
之
」
）

成
立
年
代
の
下
る
『
夫
木
和
歌
抄
」
を
の
ぞ
い
て
す
べ
て
「
千
世
の
ゆ
か
り
と
」
と

あ
る
。
ま
た
、
⑱
の
歌
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ち
よ
ま
で
の
ゆ
か
り
し
あ
れ
ば
ま
つ
か
ぜ
の
た
ぐ
ひ
し
た
づ
の
こ
ゑ
ぞ
き
こ
ゆ
る

（
古
今
和
歌
六
帖
・
ニ
ニ
九
四
、
作
者
名
「
貫
之
」
）

ち
よ
ま
で
の
ゆ
か
り
に
し
あ
れ
ば
ま
つ
か
ぜ
に
た
ぐ
ひ
て
た
づ
の
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な

り
（
金
葉
集
初
度
本
）

『
古
今
和
歌
六
帖
』
『
夫
木
和
歌
抄
』
は
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
、
『
金
葉
集
初
度

本
』
は
、
増
田
繁
夫
他
編
『
金
葉
集
総
索
引
』
（
昭
51.12
、
清
文
堂
）
に
よ
っ
た
。

孤
本
で
あ
る
『
金
葉
集
初
度
本
』
を
の
ぞ
い
て
、
あ
と
の
二
集
に
つ
い
て
は
、
国

文
学
研
究
資
料
館
の
紙
焼
写
真
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
写
本
を
見
た
が
、
当
該

箇
所
の
異
同
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

13
、
田
中
登
氏
「
『
御
所
本
貫
之
集
』
の
本
文
的
価
値
」
（
『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
昭

4
8
.
5
)
お
よ
び
『
校
訂
貫
之
集
』
は
、
西
本
願
寺
本
、
御
所
本
が
歌
序
の
乱
れ
を

共
有
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
三
系
統
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。

歌
仙
本

祖

西
本
願
寺
本

1
4
0
0
[
[

〗
[
[
[
/
る

I
i
□9
[
[
[

＝
-
／

0
0

か
と
う

J

う
い
ち

0
落
つ
も
る
を
と
は
み
ゆ
れ
ど
百
と
せ
の
秋
の
と
ま
り
は
あ
ら
し
な
り
け
り
（
同
・

一
六
九
。
第
二
句
〈
西
〉
〈
御
〉
「
も
み
ぢ
ば
み
れ
ば
」
。
第
五
句
〈
西
〉
〈
御
〉
「
あ

じ
ろ
な
り
け
り
」
。
）

い
ず
れ
も
、
西
本
願
寺
本
、
御
所
本
の
本
文
は
貫
之
表
現
の
特
徴
を
考
え
る
う
え
で

見
逃
し
難
い
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会
第
二
十
回
大
会
（
平
成
八
年
九
月
十
四

日
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
な
ら
び
に
発
表
後
、
多
く

の
方
々
よ
り
示
教
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
申
し
あ
げ
る
。

（
平
成
八
年
十
一
月
三
日
稿
）

奥
羽
大
学
助
教
授
）
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