
は
じ
め
に
 
 

「
続
後
撰
集
和
歌
集
」
 
（
以
下
「
綿
後
撰
集
」
と
略
称
す
る
。
他
の
勅
撰
 
 

集
も
同
じ
）
 
は
、
成
立
直
後
の
俊
成
卿
女
の
 
「
越
部
禅
尼
消
息
」
 
の
評
に
 
 

災
い
さ
れ
て
か
、
昭
和
四
十
年
代
に
い
た
る
ま
で
、
本
格
的
な
研
究
に
乏
 
 

し
か
っ
た
。
（
そ
の
例
外
的
な
も
の
の
代
表
と
し
て
樋
口
芳
麻
呂
氏
「
続
 
 

（
1
）
 
 

後
撰
目
録
序
残
欠
と
そ
の
意
義
」
が
あ
る
）
本
格
的
に
集
の
内
部
に
、
と
 
 

り
わ
け
賀
部
を
中
心
と
し
て
、
検
討
を
加
え
ら
れ
、
下
命
老
後
嵯
峨
院
へ
 
 

の
讃
頒
が
、
賀
部
の
み
な
ら
ず
集
全
体
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
特
 
 

殊
な
御
世
と
関
係
づ
け
て
、
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
の
が
、
佐
藤
恒
姓
氏
 
 

（
り
こ
 
 

「
続
後
撰
集
の
当
代
的
性
格
」
 
で
あ
る
。
こ
の
論
は
、
間
然
す
る
所
が
な
 
 

く
、
印
象
に
留
ま
っ
て
い
る
か
に
見
え
た
俊
成
卿
女
の
三
上
皇
び
い
き
の
 
 

発
言
の
背
景
を
も
解
明
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
研
究
に
触
発
さ
れ
て
か
、
賀
部
を
中
心
と
し
た
研
究
も
生
れ
て
来
 
 

一
1
し
 
 

て
い
る
。
佐
藤
氏
は
、
前
記
の
論
に
留
ら
ず
、
下
命
者
た
る
後
嵯
峨
院
の
 
 

時
代
の
宮
廷
の
あ
り
方
を
総
体
と
し
て
文
学
史
の
中
で
解
明
さ
れ
よ
う
と
 
 

（
4
）
 
 

し
た
「
後
嵯
峨
院
の
時
代
と
そ
の
歌
壇
」
を
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
定
 
 

「
続
後
撰
集
」
 
神
祇
部
私
見
 
 

－
 
そ
の
構
成
と
歌
道
家
の
扱
い
を
中
心
に
 
 

家
・
為
家
を
中
心
と
し
て
多
く
の
論
考
を
示
し
続
け
ら
れ
た
。
「
御
子
左
 
 

（
■
い
）
 
 

家
三
代
の
悲
願
」
 
は
、
そ
の
中
で
の
近
年
の
大
き
な
成
果
群
の
中
の
一
つ
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
論
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、
「
続
後
撰
集
」
神
祇
部
を
通
覧
す
 
 

る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
折
に
検
討
し
論
じ
う
る
と
思
っ
た
事
項
が
い
く
 
 

つ
か
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
稿
を
成
す
こ
と
と
し
た
。
こ
の
稿
で
は
、
第
一
 
 

に
神
祇
部
の
巻
頭
歌
の
こ
と
、
第
二
に
神
祇
部
全
体
の
歌
群
の
配
列
の
こ
 
 

と
、
第
三
に
神
祇
部
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
歌
々
が
、
集
に
採
ら
れ
る
こ
 
 

と
に
よ
り
、
撰
者
が
何
を
こ
の
集
に
定
着
さ
せ
、
か
つ
後
代
に
伝
え
た
 
 

か
っ
た
か
の
三
点
を
柱
と
し
て
、
論
を
進
行
さ
せ
る
予
定
で
あ
る
。
 
 

ま
ず
、
神
祇
部
が
、
実
氏
の
 
 

前
太
政
大
臣
 
 

百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
、
寄
社
祝
 
 

5
3
1
 
あ
き
つ
は
の
す
が
た
の
く
に
に
あ
と
た
れ
し
神
の
ま
も
り
や
わ
が
き
 
 

み
の
た
め
 
 

名
 
子
 
吉
久
雄
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（
6
）
 
を
巻
東
歌
と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
大
 
 

よ
そ
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
 
 
 

（
7
）
 
 
 

「
日
本
書
紀
」
神
武
天
皇
紀
の
 
 

こ
こ
三
十
一
年
夏
四
月
の
乙
酉
の
朔
に
皇
輿
巡
幸
す
。
因
り
て
腋
上
 
 

の
囁
間
丘
に
登
り
ま
し
て
国
状
を
廻
望
み
て
日
く
「
…
猶
し
蛸
蛤
の
 
 

腎
晒
せ
る
が
如
も
あ
る
か
も
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
由
り
て
始
め
て
 
 

秋
津
洲
の
号
有
り
。
…
 
 

に
依
拠
し
て
、
蒼
久
の
苦
か
ら
こ
の
秋
津
島
に
神
と
し
て
垂
速
さ
れ
た
仏
 
 

は
、
ず
っ
と
ず
っ
と
皇
統
を
お
守
り
下
さ
っ
た
が
、
今
の
我
君
に
つ
い
て
 
 

も
同
じ
く
お
守
り
下
さ
る
で
あ
ろ
う
と
の
主
旨
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

「
宝
治
百
首
」
を
出
興
と
す
る
。
 
 
 

巻
頭
を
占
め
る
こ
と
で
こ
の
歌
を
重
要
と
考
え
た
為
家
の
思
念
を
推
測
 
 

す
る
こ
と
ば
容
易
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
重
み
を
示
す
他
の
証
が
あ
る
と
 
 

考
え
る
。
 
 

（
バ
■
 
 
 

「
『
続
後
撰
集
』
目
録
序
」
に
は
、
 
 

春
の
は
な
に
ほ
ひ
を
そ
へ
て
夏
に
う
つ
り
秋
の
月
ひ
か
り
を
ま
し
て
 
 

冬
に
わ
た
る
。
吾
く
に
ゝ
あ
と
を
た
る
1
神
の
ち
か
ひ
を
あ
ふ
ぎ
、
 
 

三
世
に
人
を
あ
は
れ
ぶ
仏
の
ゝ
り
を
た
の
み
、
又
し
ら
ぬ
人
を
こ
 
 

ひ
、
お
ふ
も
心
を
し
の
び
、
ゆ
ふ
べ
を
ち
ぎ
り
、
あ
か
つ
き
を
ゝ
し
 
 

み
、
か
は
る
を
し
た
ひ
、
わ
す
る
ゝ
を
う
ら
み
、
あ
る
は
所
に
し
た
 
 

が
ひ
て
名
を
あ
ら
は
し
、
あ
る
は
時
に
つ
け
て
心
ぎ
し
を
よ
せ
、
ふ
 
 

る
き
を
こ
ひ
、
お
も
ひ
を
の
べ
、
か
り
ご
ろ
も
た
つ
わ
か
れ
を
1
し
 
 

み
、
た
び
ま
く
ら
む
す
ぶ
夢
を
た
の
む
の
み
に
あ
ら
ず
、
ち
ひ
ろ
の
 
 

は
ま
の
ま
さ
ご
に
ち
と
せ
の
か
ず
を
か
ぞ
へ
て
君
を
い
は
ひ
、
さ
は
 
 

だ
が
は
の
せ
ゞ
の
し
ら
い
と
に
よ
ろ
づ
よ
へ
て
も
す
む
べ
き
御
世
を
 
 

い
の
る
に
い
た
る
ま
で
、
二
十
巻
と
し
て
続
後
撰
和
歌
集
と
な
づ
 
 

く
▲
∪
 
 

と
あ
る
。
（
論
述
の
都
合
上
、
傍
線
を
付
し
た
。
以
下
も
同
じ
）
 
佐
藤
恒
 
 

雄
氏
は
、
賀
巻
を
論
ぜ
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
 
「
わ
ず
か
一
巻
の
紹
介
と
し
 
 

て
は
他
に
例
を
見
な
い
だ
け
の
ス
ペ
ー
ス
」
と
し
て
量
の
面
、
さ
ら
に
は
 
 

「
あ
た
か
も
『
続
後
撰
集
』
 
二
十
巻
は
す
べ
て
こ
の
巻
に
収
赦
す
る
も
の
 
 

の
如
く
で
あ
る
」
と
、
文
章
の
展
開
か
ら
賀
巻
の
重
要
性
を
示
唆
さ
れ
た
。
 
 

首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
傍
線
部
に
注
目
し
た
い
。
四
季
部
を
極
め
て
 
 

「
春
の
は
な
・
秋
の
月
の
ひ
か
り
」
を
中
心
と
し
図
式
的
な
と
ら
え
方
を
 
 

し
た
後
、
傍
線
部
に
お
い
て
は
、
「
人
々
が
今
も
本
地
垂
逃
し
た
神
の
約
 
 

束
を
迎
ぎ
信
じ
て
い
る
」
と
す
る
。
量
的
に
は
短
い
が
、
神
祇
部
の
巻
頭
 
 

歌
を
意
識
し
た
記
述
な
の
で
あ
る
。
撰
者
為
家
は
、
神
祇
部
を
代
表
す
べ
 
 

き
作
と
し
て
こ
の
詠
を
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

た
し
か
に
、
当
代
の
治
天
の
君
・
後
嵯
峨
院
へ
の
神
の
守
護
を
臣
下
の
 
 

第
一
人
者
が
詠
ん
だ
作
は
巻
頭
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
、
自
然
の
よ
う
に
見
 
 

え
る
。
し
か
し
、
勅
撰
集
史
上
を
朔
及
し
た
時
、
こ
の
措
置
に
撰
者
の
思
 
 

慮
を
認
め
た
く
思
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
部
立
と
し
て
の
神
祇
部
は
「
千
戴
集
」
 
に
始
ま
る
。
そ
の
 
 

巻
頭
歌
は
、
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後
一
条
院
御
時
は
じ
め
て
春
日
社
に
行
幸
あ
り
け
る
に
、
一
条
院
 
 

御
と
き
を
お
ぼ
し
出
で
さ
せ
給
う
て
、
よ
ま
せ
給
う
け
る
 
 

上
東
門
院
 
 

1
2
5
6
 
み
か
さ
山
さ
し
て
来
に
け
り
い
そ
の
か
み
ふ
る
き
み
ゆ
き
の
あ
と
を
 
 

た
づ
ね
て
 
 

我
が
子
・
後
一
条
天
皇
の
初
度
の
春
日
杜
行
幸
に
際
し
て
上
東
門
院
 
 

が
、
夫
・
一
条
天
皇
の
例
を
思
い
起
し
て
の
詠
と
な
る
。
松
野
陽
一
氏
の
 
 

（
9
｝
 
 

説
か
れ
た
、
「
王
朝
の
盛
時
を
回
顧
す
る
」
方
針
の
発
露
と
と
ら
え
て
よ
 
 

い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

新
古
今
集
は
、
所
謂
「
御
神
詠
」
十
三
首
に
よ
っ
て
巻
頭
歌
群
が
形
成
 
 

さ
れ
る
。
そ
の
一
首
目
は
 
 

8
5
2
 
し
る
ら
め
や
今
日
の
ね
の
ぴ
の
ひ
め
こ
松
お
ひ
む
末
ま
で
さ
か
ゆ
べ
 
 

し
と
は
 
 

こ
の
歌
は
、
日
吉
杜
司
、
社
頭
の
う
し
ろ
の
山
に
ま
か
り
て
、
子
 
 

日
し
て
待
り
け
る
夜
、
人
の
ゆ
め
に
み
え
け
る
と
な
ん
 
 

で
あ
る
。
平
安
城
の
艮
に
あ
り
守
護
神
で
あ
る
日
吉
社
の
神
威
が
ず
っ
と
 
 

発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
「
日
吉
社
司
」
た
ち
の
栄
え
も
保
証
さ
れ
る
と
 
 

い
う
大
意
で
あ
ろ
う
。
（
そ
の
社
司
た
ち
の
祈
念
を
通
じ
て
皇
室
が
栄
え
る
 
 

と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
）
 
こ
の
 
「
御
神
詠
歌
群
」
 
の
形
成
に
下
 
 

（
川
）
 
 

命
老
後
鳥
羽
院
が
固
執
し
た
こ
と
は
「
明
月
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

「
斯
勅
撰
集
」
で
は
、
日
本
紀
寛
宴
和
歌
群
四
首
中
の
当
時
詠
が
巻
頭
 
 

歌
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

中
納
言
当
時
 
 

延
蕃
六
年
目
本
紀
貴
賓
和
歌
 
下
照
姫
 
 

0
 
 

5
4
 
か
ら
衣
し
た
て
る
ひ
め
の
つ
ま
ご
ひ
ぞ
あ
め
に
き
こ
ゆ
る
た
づ
な
ら
 
 

ぬ
ね
は
 
 

（
‖
－
 
 
 

げ
返
し
た
矢
に
よ
っ
て
死
ん
だ
時
、
そ
の
妻
で
あ
っ
た
下
照
姫
が
 
 

森
晴
彦
氏
の
見
解
が
あ
る
が
、
「
日
本
紀
竜
宴
和
歌
」
 
が
巻
頭
を
占
め
 
 

る
こ
と
は
、
異
例
な
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
詠
作
者
に
関
し
て
も
当
時
は
 
 

佐
藤
恒
雄
氏
の
見
解
に
あ
る
が
ご
と
く
 
「
定
家
の
措
置
が
異
例
な
の
で
あ
 
 

（
1
2
）
 
 

る
」
。
こ
の
作
に
つ
い
て
は
「
新
勅
撰
和
歌
集
全
釈
三
」
が
詳
述
し
て
い
 
 

る
。
そ
れ
に
従
え
ば
、
「
日
本
書
紀
」
神
代
下
の
物
語
を
踏
ま
え
て
い
る
。
 
 

高
天
原
の
使
で
あ
っ
た
天
椎
彦
が
使
命
を
怠
っ
た
た
め
高
皇
産
霊
尊
の
接
 
 

実
泣
き
悲
哀
び
、
声
天
に
達
る
 
 

と
泣
き
悲
し
ん
だ
こ
と
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
巻
頭
歌
を
占
め
た
原
因
に
 
 

つ
い
て
も
同
書
は
、
「
古
今
集
仮
名
序
」
 
の
 
 

し
か
は
あ
れ
ど
も
、
ひ
さ
か
た
の
天
に
し
て
は
下
照
姫
に
は
じ
ま
 
 

り
、
あ
ら
か
ね
の
地
に
し
て
は
、
素
鳶
鳥
尊
よ
り
ぞ
起
り
け
る
 
 

を
引
用
し
つ
つ
 
「
和
歌
の
始
祖
と
い
う
意
識
で
と
ら
え
て
い
た
。
そ
の
下
 
 

照
姫
を
尊
び
、
こ
の
歌
を
神
祇
歌
の
巻
頭
に
据
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
 
 

の
見
解
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
も
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
よ
う
に
、
従
来
の
神
祇
部
は
結
果
と
し
て
か
、
新
機
軸
を
打
ち
 
 

出
す
部
立
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
続
後
撰
集
」
で
も
、
撰
者
が
ど
 
 

こ
ま
で
意
図
し
て
い
た
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
人
臣
が
当
代
の
治
天
 
 

を
、
本
地
垂
速
の
昔
に
言
及
し
つ
つ
讃
え
る
歌
を
こ
こ
に
都
立
配
列
し
た
 
 

こ
と
ば
、
新
機
軸
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
「
本
地
垂
速
」
 
の
思
考
に
注
意
し
た
時
、
第
二
首
目
に
も
日
を
 
 

留
め
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

土
御
門
院
御
製
 
 

神
祇
の
心
を
よ
ま
せ
給
う
け
る
 
 

5
3
2
 
ひ
か
り
を
ば
た
ま
ぐ
し
の
は
に
や
は
ら
げ
て
神
の
く
に
と
も
さ
だ
め
 
 

て
し
が
な
 
 

出
輿
は
未
詳
で
あ
る
。
皇
統
に
連
な
る
者
と
し
て
、
奉
呈
す
る
玉
串
に
 
 

本
地
垂
迩
に
よ
り
日
本
国
に
神
々
が
示
現
し
た
昔
を
思
い
起
し
て
詠
嘆
 
 

し
、
自
己
が
そ
の
神
の
末
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
代
へ
の
加
護
を
祈
っ
た
 
 

と
解
し
て
お
く
。
 
 
 

前
記
し
た
が
、
こ
の
二
首
は
い
ず
れ
も
肇
国
の
昔
を
思
い
、
本
地
垂
迩
 
 

に
よ
る
神
々
の
皇
室
へ
の
加
護
を
煩
っ
た
点
が
、
共
通
す
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

ま
た
、
次
節
に
触
れ
る
が
、
神
祇
部
の
和
歌
の
配
列
構
成
に
お
い
て
、
こ
 
 

の
二
首
が
、
こ
れ
以
後
の
作
の
ほ
と
ん
ど
が
、
具
体
的
な
神
を
詠
歌
の
対
 
 

象
と
し
て
い
る
の
に
反
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
太
古
 
 

に
、
仏
が
日
本
に
お
い
て
神
々
と
し
て
姿
を
現
わ
し
た
こ
と
を
詠
ん
で
、
 
 

日
本
国
全
体
へ
の
神
々
の
守
護
（
そ
れ
は
、
皇
統
の
守
り
手
と
な
る
こ
と
 
 

で
も
あ
る
）
が
約
束
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
個
々
の
 
 

神
々
で
な
く
、
日
本
の
す
べ
て
の
神
々
を
包
摂
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
 
 り

、
結
果
と
し
て
以
下
の
歌
々
を
統
括
し
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
 
 
 

で
は
、
こ
の
二
首
が
こ
の
部
立
を
統
括
す
る
目
的
に
よ
っ
て
巻
頭
に
置
 
 

か
れ
た
こ
と
は
、
い
か
な
る
意
図
の
下
に
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
の
 
 

か
口
実
氏
は
当
代
第
一
の
権
臣
、
土
御
門
院
は
悲
運
の
下
に
崩
じ
た
が
、
 
 

現
世
の
治
天
の
君
後
嵯
峨
院
の
父
で
あ
る
。
「
続
後
撰
集
」
撰
進
と
い
う
 
 

時
点
で
の
君
臣
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
代
表
し
う
る
二
人
で
あ
る
。
佐
藤
恒
 
 

姓
氏
は
「
賀
部
」
の
特
質
を
考
究
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
「
一
首
大
納
言
典
 
 

侍
の
歌
を
含
む
け
れ
ど
、
七
昔
日
ま
で
が
後
嵯
峨
院
と
実
氏
の
歌
に
よ
っ
 
 

て
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
し
か
も
す
べ
て
が
、
君
を
祝
い
御
代
長
久
 
 

を
希
う
歌
、
ま
た
治
世
へ
の
自
覚
を
歌
っ
た
御
製
で
あ
る
こ
と
に
よ
れ
 
 

ヽ
ヽ
 
ば
、
巻
頭
部
分
（
傍
点
マ
マ
）
が
讃
頗
を
志
向
し
て
い
る
」
と
論
じ
ら
れ
 
 

た
。
端
的
に
言
え
ば
、
神
祇
部
の
こ
の
二
首
は
、
実
氏
と
複
嵯
峨
院
の
父
 
 

土
御
門
院
の
同
じ
発
想
や
思
念
の
作
を
な
ら
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
宮
廷
を
 
 

代
表
す
る
二
人
が
心
を
同
じ
く
日
本
国
の
守
護
を
神
々
に
願
っ
て
い
る
こ
 
 

と
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
二
首
で
は
 
 

あ
る
も
の
の
、
賀
巻
の
よ
う
に
「
巻
頭
部
分
」
と
し
て
、
読
ま
れ
る
こ
と
 
 

を
期
待
し
た
と
考
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
昔
よ
り
神
々
の
加
護
を
得
 
 

て
い
る
日
本
国
で
あ
る
こ
と
が
君
臣
和
楽
を
背
景
と
し
て
、
強
調
さ
れ
る
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
、
巻
頭
を
部
分
と
し
て
扱
う
こ
と
を
考
え
た
が
、
神
祇
部
の
巻
頭
 
 

に
つ
い
て
は
、
な
お
、
こ
の
二
首
に
留
ら
ず
考
究
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
 
 

思
わ
れ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。
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二
 
 

次
い
で
、
神
祇
部
内
の
和
歌
の
配
列
構
成
を
考
察
し
て
、
論
述
を
進
め
 
 

た
い
。
 
 
 

私
見
で
は
「
続
後
撰
集
」
神
祇
部
は
、
下
記
の
如
く
分
類
で
き
る
。
 
 
 

A
 
5
3
1
～
5
3
2
 
神
祇
都
全
体
を
統
括
す
る
本
地
垂
速
を
詠
じ
た
歌
々
。
 
 
 

B
 
5
3
3
～
5
4
3
 
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
歌
々
。
 
 
 

C
 
5
4
4
～
5
4
7
 
石
清
水
社
に
関
す
る
歌
々
。
 
 
 

D
 
5
4
8
～
5
4
9
 
賀
茂
社
に
関
す
る
歌
々
。
 
 
 

E
 
5
5
0
～
5
5
1
 
春
日
社
に
関
す
る
歌
々
。
 
 
 

F
 
5
5
2
～
5
6
1
 
住
吉
社
に
関
す
る
歌
々
。
 
 
 

G
 
5
6
2
 
 
三
輪
社
を
詠
ん
だ
歌
。
 
 
 

H
 
5
6
3
 
 
熊
野
社
に
関
す
る
歌
。
 
 
 

Ⅰ
 
 5
6
4
～
5
6
5
 
（
特
定
の
杜
に
関
わ
ら
ぬ
歌
）
 
 
 

三
重
社
を
詠
ん
だ
歌
。
 
 
 

J
 
5
6
6
 
 

（
特
定
の
杜
に
関
わ
ら
ぬ
歌
）
 
 
 

K
 
5
6
7
 
 

L
 
5
6
8
～
5
7
5
 
日
吉
杜
に
関
す
る
歌
々
。
 
 
 

M
 
5
7
6
～
5
7
7
 
北
野
杜
に
関
す
る
歌
々
。
 
 
 

N
 
5
7
8
～
5
8
0
 
日
本
紀
寛
宴
和
歌
 
 
 

0
 
5
8
1
～
5
8
2
 
神
楽
の
採
物
の
歌
（
5
8
2
は
日
吉
社
に
関
わ
る
）
 
 
 

こ
の
分
類
の
原
理
は
、
あ
る
杜
を
詠
歌
対
象
と
し
た
歌
が
歌
群
を
成
 
 

し
、
そ
れ
が
配
列
さ
れ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
群
の
集
積
 
 

よ
っ
て
神
祇
部
の
大
よ
そ
が
占
め
ら
れ
形
成
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

た
だ
、
J
の
 
 

権
大
納
言
英
雄
 
 

百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
、
寄
社
祝
 
 

5
6
6
 
神
が
き
や
み
む
ろ
の
さ
か
木
ゆ
ふ
か
け
て
い
の
る
や
ち
よ
も
我
が
き
 
 

み
の
た
め
 
 

の
詠
に
は
、
問
題
が
残
る
か
。
「
み
む
ろ
」
は
二
説
あ
っ
て
、
現
在
の
奈
良
 
 

県
生
駒
郡
斑
鳥
町
の
竜
田
明
神
の
西
南
の
神
奈
備
山
、
す
な
わ
ち
竜
田
明
 
 

神
と
す
れ
ば
、
問
題
は
な
い
。
も
う
一
説
の
、
三
輪
山
の
別
称
と
す
れ
ば
、
 
 

三
輪
杜
が
二
首
級
わ
れ
、
分
裂
し
て
歌
群
を
形
成
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
 
 

る
■
〕
 
 
 

と
は
い
え
、
後
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
歌
群
を
成
し
て
い
る
七
社
に
 
 

対
し
て
の
、
後
述
す
る
為
家
の
配
慮
と
考
え
れ
ば
、
論
述
の
主
旨
の
変
更
 
 

の
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

も
っ
と
も
、
こ
の
作
の
前
後
を
見
れ
ば
、
 
 

源
道
済
 
 

東
三
条
院
の
四
十
賀
屏
風
に
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

5
6
4
 
神
代
よ
り
い
は
ひ
そ
め
て
し
あ
し
び
き
の
山
の
さ
か
き
ば
色
も
か
は
 
 

ら
ず
 
 

土
御
門
院
御
製
 
 

神
楽
を
よ
ま
せ
給
う
け
る
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

5
6
5
 
さ
か
き
と
る
や
そ
う
ぢ
人
の
袖
の
上
に
神
代
を
か
け
て
残
る
月
か
げ
 
 

（
5
6
6
は
略
）
 
 

相
模
 
 

題
し
ら
ず
 
 

5
6
7
 
と
し
ふ
れ
ど
包
も
か
は
ら
ぬ
き
み
が
世
を
の
ど
か
に
さ
し
て
い
の
る
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ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 

さ
か
き
ば
 
 

と
あ
っ
て
、
通
例
の
勅
撰
集
の
配
列
の
原
理
か
ら
、
「
榊
葉
」
に
よ
る
歌
 
 

群
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
解
し
て
も
 
 
 

「
続
後
撰
集
」
神
祇
部
の
歌
々
の
多
く
が
、
前
記
し
た
「
あ
る
杜
を
対
象
 
 

と
し
た
歌
が
歌
群
を
成
し
、
そ
れ
が
配
列
さ
れ
」
 
て
い
る
こ
と
は
、
認
め
 
 

ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
れ
ま
で
記
し
た
こ
と
は
、
勅
撰
集
の
締
幕
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
 

伝
統
と
し
て
形
成
さ
れ
た
、
勅
撰
集
中
の
和
歌
の
配
列
分
額
の
基
本
か
ら
 
 

見
れ
ば
、
自
然
の
こ
と
と
も
思
わ
れ
る
。
す
で
に
、
有
吉
保
氏
は
 
「
新
吉
 
 

（
1
3
）
 
 

今
和
歌
集
 
基
盤
と
構
成
」
の
中
で
、
「
新
古
今
集
」
神
祇
部
で
、
神
社
 
 

ご
と
の
歌
群
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
 
 
 

当
然
に
、
「
千
戴
集
」
・
「
新
勅
撰
集
」
 
に
お
い
て
も
、
同
様
な
の
で
あ
 
 

る
。
そ
の
例
を
示
す
の
は
あ
ま
り
に
も
た
や
す
い
。
「
続
後
撰
集
」
神
祇
 
 

部
と
、
そ
れ
以
前
の
勅
撰
集
の
神
祇
部
と
対
比
す
れ
ば
、
一
見
し
た
時
に
 
 

は
同
様
の
方
法
を
採
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
「
続
後
撰
集
」
神
祇
部
の
掘
纂
に
際
し
て
、
あ
る
神
・
 
 

神
社
を
対
象
と
し
て
和
歌
を
集
め
配
列
し
て
歌
群
を
作
成
し
、
次
い
で
そ
 
 

の
歌
群
を
さ
ら
に
配
列
し
た
こ
と
に
よ
り
、
神
祇
部
へ
の
中
心
部
分
を
構
 
 

成
す
る
作
業
の
中
で
、
撰
者
の
心
中
に
は
ど
の
よ
う
な
基
本
方
針
が
あ
っ
 
 

た
か
、
言
い
か
え
れ
ば
、
「
編
纂
に
あ
た
っ
て
神
祇
部
に
ど
の
よ
う
な
撰
 
 

者
の
思
念
を
こ
め
よ
う
と
し
た
か
」
と
の
問
へ
の
答
は
、
単
に
皇
室
・
宮
 
 

廷
に
対
す
る
讃
美
や
、
そ
の
永
続
を
希
求
予
祝
す
る
と
い
う
段
階
に
留
ま
 
 

ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
っ
た
く
、
こ
れ
ま
で
の
基
本
方
針
と
は
質
を
 
 

異
に
す
る
思
念
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
処
置
と
思
う
の
で
あ
る
。
以
下
 
 

と で 

、こ 

のことを 

論究す 

る予 

定で 

を詠 

ん あ 
で る。   

い 
た につい て 

こ て 、 

と 、 

が つ 注 
苦 ぎ 意 
か の す 
れ、 建 べ 

祢 久 
さ 

二年 

きは、 

ら 吉 
に  に  こ  
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も
へ
ば
、
石
清
水
北
野
へ
と
も
心
ぎ
し
あ
り
て
、
と
し
の
く
れ
に
か
 
 

さ
ね
て
二
百
首
を
よ
み
く
は
へ
て
…
 
 

と
、
自
己
の
 
「
七
社
百
首
」
成
立
の
経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
。
傍
線
部
①
②
 
 

が
記
す
る
時
期
に
、
ま
ず
、
祖
父
に
倣
っ
て
五
社
へ
の
奉
納
百
首
を
詠
 
 

み
、
そ
の
後
、
「
心
ざ
し
」
が
あ
っ
て
石
清
水
・
北
野
二
社
へ
も
百
首
の
 
 

奉
納
を
思
い
立
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
佐
藤
恒
雄
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
 
 

「
七
社
百
首
」
を
発
案
せ
し
め
た
、
「
心
ざ
し
」
 
の
根
と
な
っ
て
い
た
も
 
 

の
は
、
美
観
ら
へ
の
反
発
、
さ
ら
に
は
「
老
と
痛
か
ら
く
る
悲
哀
、
自
信
 
 

喪
失
」
な
ど
の
 
「
当
時
の
為
家
の
内
な
る
事
情
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
 
 

悲
哀
と
苦
悩
を
晴
ら
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
神
々
と
し
て
選
ば
れ
た
神
々
 
 

は
、
自
己
が
御
子
左
の
家
の
業
を
継
ぐ
人
物
と
し
て
満
天
下
に
認
め
ら
れ
 
 

た
契
機
と
な
っ
た
「
続
後
撰
集
」
神
祇
部
の
中
で
、
特
に
尊
崇
す
べ
き
対
 
 

象
と
し
て
歌
群
を
形
成
し
た
神
々
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
俺
 
 

成
に
倣
う
意
図
の
下
か
ら
、
二
百
首
の
追
加
へ
と
こ
の
和
歌
行
事
が
発
展
 
 

し
た
一
因
な
の
で
あ
ろ
う
。
言
い
方
を
代
え
れ
ば
、
北
野
・
石
滴
水
へ
の
 
 

追
加
の
奉
納
は
、
自
己
の
撰
し
た
「
続
後
撰
集
」
 
へ
の
愛
憎
の
念
の
発
露
 
 

と
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
推
測
す
る
手
助
け
と
し
て
は
、
石
清
水
へ
 
 

奉
納
し
た
百
首
が
、
佐
藤
恒
雄
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
「
現
存
本
の
形
態
1
 
 

七
首
の
百
首
を
歌
題
別
に
部
類
し
て
一
括
す
る
か
た
ち
 
－
 
に
編
纂
」
す
 
 

る
に
際
し
、
「
後
か
ら
詠
ん
だ
石
滴
水
の
百
首
の
歌
は
、
太
神
宮
の
次
に
 
 

く
み
こ
」
ま
れ
、
形
式
上
で
は
「
続
後
撰
集
」
神
祇
部
の
歌
群
構
成
に
近
 
 

づ
い
た
こ
と
が
参
考
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

繰
り
返
せ
ば
、
「
五
社
百
首
」
を
受
け
つ
ぐ
形
で
「
続
後
撰
集
」
神
祇
 
 

じ
め
て
、
 
 

部
・
「
七
社
百
首
」
 
の
両
者
は
成
立
す
る
が
、
前
者
へ
の
思
い
と
そ
の
撰
 
 

者
た
り
え
た
誇
り
と
が
後
者
の
二
百
首
の
追
加
を
生
み
出
す
一
因
と
な
っ
 
 

た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

余
説
と
な
る
が
、
「
続
後
撰
集
」
神
祇
部
の
中
心
を
成
す
神
々
に
石
清
 
 

水
・
北
野
が
加
わ
っ
た
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
伊
勢
同
様
に
皇
室
の
 
 

祖
先
神
と
し
て
平
安
京
の
南
西
郊
に
あ
っ
て
尊
崇
を
集
め
た
石
清
水
が
、
 
 

身
近
な
存
在
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
自
然
な
こ
と
で
は
あ
る
。
 
 

こ
の
集
で
の
北
野
へ
の
配
慮
は
、
春
中
・
巻
頭
歌
と
し
て
 
 菅

贈
太
政
大
臣
 
 

帰
雁
を
 
 

5
7
 
か
り
が
ね
の
あ
き
な
く
こ
と
は
こ
と
は
り
ぞ
か
へ
る
春
さ
へ
何
か
か
 
 

な
し
き
 
 

が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
北
野
社
を
 
 

詠
ん
だ
二
首
中
の
定
家
の
詠
作
事
情
は
不
明
で
あ
る
。
 
 

こ
と
は
り
あ
る
こ
と
を
う
れ
へ
申
し
て
、
お
な
じ
く
た
て
ま
つ
り
 
 

前
中
納
言
定
家
 
 

け
る
 
 

叩
帥
 
ち
は
や
ぷ
る
神
の
北
野
に
あ
と
た
れ
て
の
ち
さ
へ
か
か
る
も
の
や
お
 
 

も
は
ん
 
 

詞
書
に
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
北
野
の
神
の
あ
り
方
か
 
 

（
h
）
 
 

ら
推
量
し
て
、
「
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
上
」
補
注
に
あ
る
よ
う
に
謹
言
 
 

を
こ
う
む
っ
て
、
そ
の
無
実
を
晴
ら
さ
ん
が
た
め
の
和
歌
の
奉
呈
で
あ
っ
 
 

た
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
詠
み
手
定
家
や
撰
者
為
家
に
と
っ
て
忘
れ
が
た
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い
事
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
「
拾
遺
恩
革
」
の
左
注
は
、
 
 

「
そ
の
こ
と
ば
か
り
し
る
し
あ
ら
た
に
な
む
侍
り
け
る
」
と
す
る
。
 
 

三
 
 

前
節
で
は
、
「
続
後
撰
集
」
神
祇
部
の
歌
群
構
成
に
注
目
し
、
そ
の
背
 
 

景
と
し
て
「
五
社
百
首
」
の
存
在
を
推
測
し
た
。
こ
こ
で
は
、
和
歌
に
も
 
 

立
ち
入
っ
て
、
既
述
の
こ
と
や
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
発
展
的
に
導
き
出
さ
 
 

れ
る
こ
と
を
跡
づ
け
た
い
。
 
 
 

ま
ず
、
留
意
す
べ
き
和
歌
と
し
て
、
三
首
を
挙
げ
る
。
 
 

大
神
宮
を
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
盲
首
の
中
に
 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
 
 

5
3
3
 
み
や
ば
し
ら
し
た
つ
い
は
ね
の
い
す
ヾ
が
は
万
代
す
ま
ん
す
ゑ
ぞ
は
 
 

る
け
き
 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
、
む
か
し
述
懐
歌
に
 
「
春
日
野
の
お
ど
ろ
の
 
 

み
ち
の
む
も
れ
水
す
ゑ
だ
に
神
の
し
る
し
あ
ら
は
せ
」
と
よ
み
て
 
 

侍
り
け
る
を
前
中
納
言
定
家
は
か
ら
ぎ
る
に
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
侍
 
 

り
し
あ
し
た
、
か
の
歌
を
思
ひ
い
で
て
よ
ろ
こ
び
申
し
つ
か
は
す
 
 

と
て
 
 

六
修
人
道
前
太
政
大
臣
 
 

5
5
0
 
い
に
し
へ
の
お
ど
ろ
の
道
の
こ
と
の
は
を
け
ふ
こ
そ
神
の
し
る
し
と
 
 

は
見
れ
 
 

大
納
言
に
な
り
て
、
よ
ろ
こ
び
申
し
に
日
吉
杜
に
ま
ゐ
り
て
よ
み
 
 

侍
り
し
 
 

前
大
納
言
為
家
 
 

5
7
3
 
お
い
ら
く
の
お
や
の
み
る
世
と
い
の
り
こ
し
わ
が
あ
ら
ま
し
を
神
や
 
 

う
け
け
ん
 
 

一
首
目
の
俊
成
歌
の
出
典
は
「
五
社
首
首
 
伊
勢
 
河
」
で
あ
る
。
「
日
 
 

（
1
6
）
 
本
書
紀
」
に
あ
る
伊
勢
神
宮
創
建
の
伝
承
を
踏
ま
え
て
「
聞
書
集
」
2
6
0
・
 
 

「
西
行
法
師
集
」
6
0
1
番
歌
で
あ
り
、
「
新
古
今
集
」
神
祇
部
1
8
7
7
番
に
も
所
 
 

収
さ
れ
た
西
行
の
 
 

1
8
7
7
 
宮
柱
下
つ
岩
根
に
し
き
た
て
て
つ
ゆ
も
く
も
ら
ぬ
日
の
み
影
か
な
 
 
 

を
踏
ま
え
、
自
身
の
 
「
右
大
臣
家
百
首
」
神
祇
五
首
中
一
首
目
 
 

5
6
6
 
神
風
や
い
す
ず
の
川
の
宮
柱
い
く
ち
よ
す
め
と
立
て
は
じ
め
け
ん
 
 

（
こ
の
作
も
「
新
古
今
集
」
神
祇
部
1
8
8
2
に
「
人
道
前
関
白
歌
百
首
歌
よ
み
 
 

侍
り
け
る
に
」
と
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る
）
 
 

を
も
意
識
し
た
作
で
あ
る
。
五
十
鈴
川
の
 
「
す
ゑ
」
に
天
照
大
神
の
末
た
 
 

る
皇
統
の
悠
久
を
た
と
え
予
祝
し
た
作
で
あ
る
。
 
 
 

出
典
た
る
「
五
杜
百
首
」
は
、
特
異
な
奉
納
百
首
で
あ
っ
た
。
久
保
田
 
 

声
じ
 
 

氏
・
佐
藤
氏
も
説
い
て
い
る
が
、
「
長
秋
草
」
 
の
所
謂
「
夢
記
」
に
そ
の
 
 

成
立
の
後
日
の
物
語
は
詳
し
い
。
 
 

…
…
伊
勢
神
宮
権
祢
宜
荒
木
田
氏
艮
不
慮
之
外
同
（
＝
文
治
六
年
）
 
 
 

六
月
廿
五
日
入
来
、
佃
乍
悦
令
付
進
了
、
其
後
無
音
之
間
、
建
久
二
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年
九
月
十
一
日
件
氏
良
又
入
来
有
示
事
雲
、
彷
即
相
謁
之
処
、
以
一
 
 

紙
夢
想
記
示
之
、
去
年
建
久
元
年
七
月
廿
日
件
百
首
与
一
祢
宜
成
良
 
 

相
議
持
参
御
宝
前
、
午
刻
於
宝
前
再
拝
談
（
読
欺
）
之
、
談
（
読
欺
）
 
 

了
奉
納
於
祢
宜
宿
館
是
於
正
殿
非
勅
定
者
無
季
開
之
例
故
也
、
其
後
同
年
 
 

八
月
廿
五
夜
夢
に
氏
良
参
上
聴
テ
祇
候
心
殿
南
面
浪
人
道
布
衣
烏
帽
 
 

子
ヲ
着
云
云
、
又
座
上
爾
長
老
人
御
重
絶
入
道
座
下
硯
宮
有
り
、
賛
長
老
 
 

人
命
氏
良
天
日
久
只
看
″
明
月
乃
影
卜
彼
御
烏
帽
子
囲
可
書
患
者
、
氏
良
奉
 
 
 

仰
染
筆
テ
人
道
烏
帽
子
乃
額
う
た
れ
た
る
中
耐
只
者
明
月
乃
か
げ
此
定
ク
 
 

（
ヲ
欺
）
 
書
也
一
芸
 
 

此
霊
夢
撰
良
辰
語
弼
宮
也
処
、
百
首
詠
霊
感
掲
薦
之
由
各
所
欣
仰
之
 
 

（
也
欺
）
 
云
々
 
 

聞
此
車
内
心
詠
云
 
 

1
4
2
 
あ
き
ら
け
き
月
み
る
人
と
し
る
し
け
り
こ
こ
ろ
は
れ
て
ぞ
世
世
を
か
 
 

さ
ね
ん
 
 

と
の
物
語
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
大
よ
そ
は
、
以
下
の
ご
と
く
か
。
伊
勢
に
 
 

奉
納
す
る
予
定
の
百
首
を
機
会
が
あ
っ
て
氏
良
に
託
し
た
所
、
約
一
年
 
 

三
ケ
月
後
に
、
氏
良
が
見
た
と
す
る
霊
夢
を
示
さ
れ
た
。
そ
の
霊
夢
は
、
 
 

長
老
の
人
が
氏
良
に
命
じ
て
俊
成
の
烏
帽
子
の
中
に
「
只
者
る
明
月
の
影
」
 
 

と
書
か
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
話
を
聞
い
た
俊
成
は
前
記
し
 
 

た
歌
を
詠
む
。
自
分
が
特
別
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
神
に
認
め
ら
れ
た
こ
 
 

と
を
書
び
、
今
ま
で
の
自
己
の
悲
運
の
思
い
を
晴
ら
し
て
「
世
々
を
重
ね
」
 
 

る
こ
と
を
誓
っ
た
こ
と
に
な
る
。
別
の
角
度
よ
り
考
え
れ
ば
、
自
己
の
宿
 
 

願
は
果
せ
ず
も
、
そ
れ
を
子
孫
に
託
し
て
生
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
 
 

と
な
る
。
 
 
 

そ
の
よ
う
な
物
語
が
背
景
に
あ
る
特
殊
な
思
い
が
付
し
た
百
首
の
中
の
 
 

一
首
が
俊
成
の
こ
の
作
な
の
で
あ
る
。
そ
の
思
い
は
後
年
に
 
「
晴
れ
」
 
る
 
 

こ
と
と
な
る
。
 
 
 

二
首
目
の
頼
実
歌
は
、
建
保
二
年
 
（
一
二
一
四
）
 
二
月
十
一
日
、
定
家
 
 

が
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
。
詞
書
に
引
用
さ
 
 

れ
た
俊
成
歌
は
、
「
新
古
今
集
」
神
祇
1
8
9
8
に
所
収
さ
れ
た
、
右
大
臣
家
百
 
 

首
中
の
一
首
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
に
つ
い
て
は
久
保
田
淳
氏
が
 
「
俊
成
悲
 
 

（
1
H
）
 
 

願
の
象
徴
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
」
 
こ
と
を
説
か
れ
て
い
る
。
十
 
 

二
分
に
満
足
で
き
る
も
の
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
そ
の
悲
願
を
果
た
し
 
 

た
時
の
人
々
の
祝
賀
の
歌
の
中
の
一
首
が
頼
実
歌
で
あ
っ
た
。
定
家
は
中
 
 

納
言
へ
の
昇
進
を
希
望
し
た
が
、
こ
の
願
い
は
な
か
な
か
聴
き
届
け
ら
れ
 
 

な
か
っ
た
。
「
統
後
撰
集
」
維
中
所
収
の
 
 

前
参
議
に
て
と
し
ひ
さ
し
く
し
づ
み
て
よ
み
侍
り
け
る
 
 

前
中
納
言
定
家
 
 

1
9
2
 
し
ぬ
ば
か
り
な
げ
く
な
げ
き
を
身
に
そ
へ
て
い
の
ち
は
さ
も
ぞ
眼
あ
 
 

り
け
る
 
 

は
、
そ
の
よ
う
な
苦
し
み
を
想
わ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
 
 
 

定
家
は
晩
年
七
十
一
歳
の
時
、
権
中
納
言
と
な
り
、
す
で
に
死
ん
で
は
 
 

い
る
が
何
と
か
俊
成
の
悲
願
を
達
成
し
た
。
 
 
 

三
首
目
は
為
家
の
仁
治
二
年
二
月
一
日
の
任
権
大
納
言
の
際
の
自
己
の
 
 

尊
び
を
日
吉
社
に
報
告
し
た
歌
で
あ
る
。
祖
父
、
父
の
思
い
を
背
負
っ
た
 
 

為
家
が
、
そ
れ
を
完
全
に
現
実
の
も
の
と
し
た
時
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
喜
 
 

び
に
会
っ
て
日
吉
杜
に
報
恩
の
和
歌
を
奉
じ
た
の
は
、
石
田
吉
自
民
、
佐
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（
拍
）
 
 

藤
恒
雄
氏
、
三
橋
正
民
ら
の
説
く
ご
と
く
俊
成
以
来
の
御
子
左
家
と
日
吉
 
 

社
の
特
別
な
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
他
の
社
へ
も
感
謝
の
歌
を
奉
 
 

納
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
続
後
撰
集
」
神
祇
部
に
為
家
が
こ
の
作
を
 
 

自
撰
し
た
こ
と
か
ら
、
日
吉
を
最
重
要
視
す
る
姿
勢
態
度
が
あ
る
と
い
え
 
 

よ
う
）
 
 
 

こ
こ
で
、
視
点
を
改
め
て
、
為
家
が
こ
の
作
を
入
選
せ
し
め
た
こ
と
の
 
 

意
味
を
再
び
考
え
た
い
。
父
祖
の
悲
願
実
現
し
た
こ
と
の
報
恩
と
と
も
 
 

に
、
他
の
理
由
も
こ
の
作
の
入
選
の
背
景
に
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
 
 

（
飢
）
 
「
井
蛙
抄
」
の
語
る
、
為
家
の
若
年
の
歌
道
に
つ
い
て
の
苦
悩
が
、
日
吉
 
 

社
に
参
詣
の
後
、
慈
円
に
柔
げ
ら
れ
て
、
歌
道
宗
匠
へ
の
道
を
歩
む
に
至
っ
 
 

た
物
語
や
、
「
七
社
百
首
」
の
詠
出
に
際
し
て
日
吉
社
の
祢
宜
成
賢
と
相
 
 

談
し
た
こ
と
か
ら
、
為
家
の
日
吉
神
重
視
の
有
様
は
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
 
 

中
で
、
前
者
を
特
に
重
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

為
家
が
こ
の
十
番
目
の
勅
撰
集
撰
者
と
な
っ
た
こ
と
は
、
御
子
左
三
代
 
 

が
す
べ
て
単
独
勅
撰
撰
者
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
記
の
「
井
蛙
抄
」
 
 

を
引
く
ま
で
も
な
く
、
為
家
が
父
に
比
し
て
「
不
堪
」
で
あ
る
こ
と
は
、
 
 

衆
目
の
認
め
る
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
自
分
が
官
位
で
、
父
に
優
り
、
歌
道
 
 

で
も
祖
父
・
父
と
比
肩
で
き
た
の
で
あ
る
。
「
続
後
撰
集
」
撰
者
と
な
り
 
 

え
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
心
中
の
複
雑
な
思
い
の
一
端
が
晴
れ
 
 

る
出
来
事
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
喜
び
を
も
た
ら
し
た
も
の
の
根
元
に
い
た
の
が
慈
円
で
あ
る
。
若
 
 

年
の
苦
し
み
を
柔
げ
て
、
歌
道
へ
の
沈
潜
を
勧
め
た
慈
円
に
対
し
て
の
感
 
 

謝
が
あ
っ
た
ろ
う
。
と
同
時
に
、
慈
円
は
比
叡
山
の
人
で
あ
り
、
す
な
わ
 
 

ち
日
吉
に
繋
が
る
人
な
の
で
あ
る
。
日
吉
杜
（
＝
比
叡
山
）
 
へ
の
謝
恩
の
 
 

思
い
が
あ
っ
て
不
思
議
で
は
な
い
。
 
 
 

さ
ら
に
、
日
吉
社
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
筆
を
勧
め
た
い
。
 
 
 

ま
ず
、
都
立
内
の
和
歌
の
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
。
 
 
 

論
述
が
、
前
節
に
回
帰
し
て
し
ま
う
が
、
「
続
後
撰
集
」
神
祇
部
巻
軸
 
 

は
二
首
の
神
楽
の
採
物
の
歌
で
あ
る
。
二
首
目
の
左
往
に
 
 

こ
の
歌
は
、
日
吉
の
ま
つ
り
に
さ
き
だ
ち
て
、
む
ま
の
日
の
御
う
ら
 
 

の
歌
と
な
ん
、
む
か
し
よ
り
い
ひ
つ
た
へ
た
る
 
 
 

と
の
記
述
が
あ
る
。
神
祇
部
巻
軸
も
日
吉
杜
に
関
わ
る
歌
な
の
で
あ
る
。
 
 

日
吉
杜
に
関
す
る
歌
群
が
、
5
6
8
～
5
7
9
と
5
8
2
の
ニ
ケ
所
に
 
（
三
輪
杜
と
同
じ
 
 

に
）
分
裂
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
意
識
的
配
列
で
あ
ろ
 
 

う
。
釈
教
部
の
巻
軸
も
 
 

日
吉
十
禅
師
宮
に
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
歌
の
中
に
 
 

前
大
僧
正
慈
鎮
 
 

6
3
3
 
の
り
に
あ
ひ
て
世
に
あ
り
が
た
き
さ
と
り
あ
り
心
に
い
ひ
て
人
に
か
 
 

た
ら
じ
 
 

6
3
4
 
山
か
ぜ
に
の
り
の
と
も
し
火
け
た
で
み
よ
け
が
す
ち
り
を
ば
ふ
き
は
 
 

ら
ふ
と
も
 
 

と
の
日
吉
社
に
関
わ
る
歌
が
、
そ
の
座
を
占
め
る
。
日
吉
社
へ
の
自
分
の
 
 

宗
教
上
の
使
命
を
自
覚
し
た
詠
で
、
巻
が
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
偶
 
 

然
と
は
思
え
な
い
。
対
を
な
す
神
祇
・
釈
教
部
の
巻
軸
を
整
え
、
さ
ら
に
 
 

前
半
の
巻
軸
で
も
あ
る
位
置
に
、
日
吉
杜
へ
の
歌
を
詠
を
配
し
た
こ
と
 
 

は
、
撰
者
の
日
吉
杜
へ
の
崇
敬
の
思
い
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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次
い
で
、
神
祇
部
の
歌
の
内
容
か
ら
も
考
え
た
い
。
 
 

お
も
は
ぬ
事
に
よ
り
て
、
あ
づ
ま
の
か
た
に
ま
か
れ
り
け
る
に
、
 
 

本
社
の
こ
と
の
み
心
に
か
か
り
て
な
み
だ
の
こ
ぼ
れ
け
れ
ば
 
 

視
部
成
茂
 
 

5
7
4
 
す
て
は
て
ず
ち
り
に
ま
じ
は
る
か
げ
そ
は
ば
神
も
た
び
ね
の
と
こ
や
 
 

つ
ゆ
け
き
 
 

か
く
て
ま
か
り
つ
き
た
り
け
れ
ど
も
、
あ
や
ま
ち
な
き
事
に
て
ほ
 
 

ど
な
く
か
ぎ
り
あ
る
神
事
に
あ
ふ
べ
し
と
て
か
へ
り
の
ぼ
り
け
る
 
 

道
に
て
よ
め
る
 
 

5
7
5
 
契
り
お
き
し
神
代
の
こ
と
を
忘
れ
ず
は
松
ら
ん
も
の
を
し
が
の
か
ら
 
 

さ
費
】
 
 

お
も
は
ぬ
事
（
＝
承
久
の
乱
）
 
に
縁
あ
る
者
と
さ
れ
て
、
鎌
倉
へ
の
下
 
 

向
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
成
茂
は
、
自
己
の
本
分
た
る
日
吉
社
の
こ
と
だ
け
 
 

が
心
配
で
あ
る
。
同
時
に
、
自
分
の
命
す
ら
何
の
保
証
も
な
く
、
悲
し
い
。
 
 

そ
の
よ
う
な
関
東
下
向
に
あ
っ
て
、
神
は
自
分
を
加
護
し
て
く
れ
て
い
る
 
 

だ
ろ
う
と
す
る
歌
が
前
者
。
自
分
は
乱
と
無
縁
で
あ
る
と
の
誠
が
 
（
そ
れ
 
 

は
神
職
た
る
自
己
の
本
分
を
尽
す
誠
で
も
あ
る
）
神
の
加
護
に
よ
り
鎌
倉
 
 

方
に
も
認
め
ら
れ
、
日
吉
社
で
の
職
務
を
果
す
こ
と
に
よ
り
、
神
へ
の
謝
 
 

恩
を
示
そ
う
と
し
て
帰
途
に
あ
る
姿
を
描
く
の
が
、
後
者
で
あ
る
。
 
 

（
2
1
）
 
 
 

こ
の
歌
に
関
し
て
、
「
吾
妻
鏡
」
承
久
三
牛
十
一
月
二
十
九
日
の
記
事
 
 

に
は
不
思
議
な
物
語
が
あ
る
。
（
同
書
の
成
立
の
経
緯
よ
り
推
し
て
、
「
続
 
 

後
撰
集
」
が
先
行
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
）
成
茂
は
「
叛
逆
輿
同
の
疑
有
る
 
 

に
依
り
て
」
関
東
に
下
向
す
る
が
許
さ
れ
て
帰
洛
し
、
そ
の
賀
札
を
伊
賀
 
 

光
宗
に
付
し
て
義
時
に
送
る
。
そ
れ
が
本
日
義
時
の
落
手
す
る
所
と
な
っ
 
 

た
こ
と
を
が
書
か
れ
る
。
そ
の
後
、
以
下
の
記
事
が
あ
る
。
 
 

囚
人
 
（
＝
成
茂
）
 
社
頭
を
出
づ
る
の
後
、
起
居
愁
緒
を
含
み
、
朝
暮
 
 

祈
念
を
凝
ら
し
、
剰
ヘ
七
社
の
方
へ
向
ひ
て
一
首
の
歌
を
詠
ず
。
 
 

ス
テ
ハ
テ
ズ
塵
ニ
マ
ジ
ハ
ル
影
ソ
ハ
バ
神
モ
旅
ネ
ノ
床
ヤ
霹
ケ
キ
 
 

関
東
に
下
著
の
翌
日
、
夜
に
入
っ
て
右
京
兆
 
（
＝
義
時
）
 
の
室
の
夢
 
 

想
に
、
猿
一
つ
座
の
傍
に
来
る
、
鉄
鎖
を
付
け
ら
る
る
な
り
。
書
家
 
 

の
髪
を
取
り
て
、
左
右
の
手
に
纏
ひ
、
太
だ
忠
恕
の
気
あ
り
、
覚
む
 
 

る
の
後
心
神
偶
然
と
し
て
猶
夢
の
如
し
、
則
ち
女
帝
を
以
て
、
大
官
 
 

令
禅
門
（
＝
大
江
広
元
）
 
に
示
し
令
は
す
。
禅
門
殊
に
驚
き
騒
ぎ
て
 
 

云
ふ
、
須
ら
く
成
茂
の
罪
科
を
免
さ
る
べ
き
か
。
神
道
の
事
は
更
に
 
 

人
力
の
競
ふ
可
き
に
匪
ぎ
る
な
り
者
、
京
兆
夫
婦
共
に
日
吉
神
を
仰
 
 

信
す
、
早
く
本
社
に
還
り
て
、
神
事
に
従
ふ
可
し
…
。
 
 

義
時
夫
婦
が
「
日
吉
神
を
仰
信
」
し
て
い
た
と
の
記
事
に
も
留
意
す
べ
 
 

き
で
は
あ
る
。
が
、
こ
の
物
語
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
成
茂
の
詠
歌
に
す
ぐ
さ
 
 

ま
日
吉
の
神
が
霊
威
を
発
し
、
神
獣
た
る
猿
の
姿
を
と
り
、
神
罰
を
与
え
 
 

る
こ
と
を
暗
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
義
時
妻
を
お
び
や
か
し
た
こ
と
で
あ
 
 

ろ
う
。
日
吉
の
神
は
明
ら
か
に
成
茂
歌
に
感
応
し
力
を
示
し
た
の
で
あ
 
 

る
。
成
茂
歌
の
入
撰
時
に
す
で
に
こ
の
よ
う
な
物
語
が
和
歌
に
付
随
し
て
 
 

い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
一
連
の
歌
に
は
、
人
々
が
日
吉
社
 
 

の
神
威
を
想
起
さ
せ
る
力
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
説
話
を
生
み
出
す
力
 
 

が
内
在
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
々
の
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願
望
、
成
茂
を
無
罪
を
至
当
と
す
る
思
い
の
反
映
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
 
 

て
、
そ
の
思
い
は
、
三
院
へ
の
同
情
と
も
同
根
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

「
続
後
撰
集
」
神
祇
部
の
中
で
、
神
々
に
よ
り
毒
さ
れ
た
人
物
と
詞
書
・
 
 

和
歌
よ
り
判
断
で
き
る
人
物
は
、
前
述
し
た
が
、
定
家
・
為
家
、
さ
ら
に
 
 

成
茂
で
あ
る
。
加
え
て
、
成
茂
は
御
子
左
家
と
深
い
縁
の
あ
る
日
苫
杜
に
 
 

仕
え
る
称
宜
で
あ
る
。
 
 
 

神
が
人
々
の
祈
念
に
う
た
れ
て
、
そ
の
人
（
ま
た
は
世
の
中
）
 
に
加
護
 
 

を
示
す
こ
と
は
、
無
論
先
行
す
る
勅
撰
集
の
神
祇
部
に
散
見
す
る
。
 
 
 

「
千
載
集
」
の
1
2
6
2
番
歌
の
実
定
の
大
納
言
選
任
在
吉
社
）
、
1
2
7
0
番
歌
の
 
 

美
東
の
任
蔵
人
真
布
祢
社
）
、
1
2
7
1
番
歌
の
政
平
が
上
賀
茂
神
社
内
の
祢
 
 

宜
に
就
任
で
き
た
こ
と
（
片
岡
社
）
、
闇
番
歌
の
大
中
臣
為
定
の
福
原
か
 
 

ら
の
平
安
道
都
の
願
い
の
実
現
（
伊
勢
皇
太
神
宮
）
が
、
神
威
の
示
現
と
 
 

さ
れ
よ
う
。
な
お
、
1
2
7
7
番
歌
の
中
原
師
尚
の
祈
念
に
よ
り
、
日
吉
社
御
幸
 
 

の
折
に
天
気
が
回
復
し
た
こ
と
も
、
こ
の
主
旨
に
合
致
す
る
か
も
し
れ
な
 
 

い
。
特
に
、
闇
番
歌
は
「
千
載
集
」
と
そ
の
時
代
と
関
係
を
よ
く
示
し
て
 
 

い
る
。
 
 
 

「
新
古
今
集
」
で
は
、
1
8
6
4
番
歌
の
和
気
清
麻
呂
の
祈
り
へ
の
宇
佐
社
の
 
 

応
神
天
皇
の
託
宣
を
そ
の
例
と
し
て
考
え
て
よ
い
か
。
 
 
 

「
新
勅
使
集
」
で
は
、
5
7
0
番
歌
で
の
卜
部
兼
直
の
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 
 

伊
勢
勅
使
と
し
て
大
神
宮
に
下
向
し
た
も
の
の
、
雨
天
で
あ
っ
た
。
兼
直
 
 

（
叫
－
）
 
 

の
歌
に
よ
っ
て
晴
天
と
な
る
。
「
新
勅
撰
集
口
実
」
に
 
 

ま
こ
と
に
神
感
を
し
は
か
ら
れ
侍
る
帯
也
 
 

と
あ
る
が
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
神
慮
の
発
現
を
語
る
歌
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
神
祇
部
の
 
 

中
で
、
大
き
な
脈
絡
を
持
つ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
為
家
は
、
紙
碑
 
 

と
し
て
の
「
続
後
撰
集
」
神
祇
部
の
中
に
、
こ
れ
ま
で
記
し
た
よ
う
に
、
 
 

御
子
左
家
は
、
代
々
神
に
毒
せ
ら
れ
て
来
た
特
別
な
家
で
あ
る
こ
と
を
、
 
 

人
物
の
血
脈
と
、
代
々
信
仰
し
て
来
た
日
吉
社
重
視
の
思
い
と
を
こ
め
る
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
残
そ
う
と
し
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

成
茂
歌
に
話
題
を
戻
し
た
い
。
こ
の
二
首
の
「
続
後
撰
集
」
 
へ
の
人
撰
 
 

の
根
源
に
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
と
、
佐
藤
恒
雄
氏
が
説
か
 
 

れ
た
通
り
の
原
因
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
後
嵯
峨
院
の
即
位
が
大
き
な
 
 

理
由
と
な
っ
て
、
承
久
の
乱
が
何
は
と
も
あ
れ
過
去
の
も
の
と
し
て
認
識
 
 

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
入
撰
へ
の
大
き
な
力
と
な
っ
て
働
い
た
 
 

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
認
識
は
三
上
皇
の
詠
作
の
入
撰
に
象
徴
と
し
 
 

て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
認
識
は
、
成
茂
歌
以
外
の
他
の
歌
々
 
 

か
ら
も
感
得
で
き
る
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
一
例
は
、
前
記
し
た
春
中
巻
頭
5
7
番
歌
の
道
其
詠
と
推
測
さ
れ
る
。
 
 

佐
藤
氏
は
言
葉
を
惜
し
ま
れ
て
「
卿
相
」
た
る
道
真
が
巻
頭
歌
人
た
る
こ
 
 

と
は
「
確
か
に
続
後
撰
的
な
人
撰
」
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
無
罪
の
罪
に
 
 

よ
っ
て
都
を
離
れ
た
道
真
と
、
三
上
皇
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
 
 

の
こ
と
に
よ
り
、
為
家
は
時
々
裡
の
う
ち
に
、
承
久
の
乱
が
神
々
に
よ
り
 
 

見
放
さ
れ
た
行
為
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
 
 

る
。
成
茂
歌
は
あ
の
よ
う
な
奇
怪
な
伝
承
を
後
に
生
み
出
す
訳
だ
が
、
そ
 
 

の
よ
う
な
和
歌
を
神
祇
部
に
人
撰
さ
せ
て
、
日
吉
杜
の
霊
威
と
成
茂
の
莫
 
 

心
を
後
代
に
残
す
こ
と
も
、
同
様
の
理
由
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
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四
 
 

こ
れ
ま
で
述
べ
た
、
「
承
久
の
乱
」
 
へ
言
及
し
て
そ
れ
へ
の
認
識
を
示
 
 

し
た
作
は
、
前
記
の
道
真
歌
の
他
に
も
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
、
 
 

そ
の
人
撰
の
意
味
を
論
じ
た
い
。
採
り
上
げ
る
歌
々
は
、
稚
上
に
所
収
さ
 
 

れ
た
次
の
作
で
あ
る
。
 
 

こ
と
か
は
り
て
の
ち
、
人
々
に
い
ぎ
な
は
れ
て
法
輪
寺
に
ま
う
で
 
 

細
願
法
師
 
 

て
よ
み
侍
り
け
る
 
 

0
9
1
 
む
か
し
見
し
あ
ら
し
の
山
に
さ
そ
は
れ
て
こ
の
は
の
さ
き
に
ち
る
な
 
 

1
 
 み

だ
か
な
 
 

み
や
こ
を
と
ほ
く
は
な
れ
て
す
み
得
り
け
る
こ
ろ
、
あ
か
つ
き
し
 
 

藤
原
清
範
 
 

ぐ
れ
を
き
き
て
よ
め
る
 
 

1
0
9
2
 
う
ち
し
ぐ
れ
な
ほ
お
ど
ろ
か
す
ね
ぎ
め
か
な
思
ひ
す
て
て
し
ふ
る
さ
 
 

と
の
そ
ら
 
 

棲
息
羽
院
 
 

題
し
ら
ず
 
 

1
0
9
3
 
夜
を
さ
む
み
ね
や
の
ふ
す
ま
の
さ
ゆ
る
に
も
わ
ら
や
の
風
を
思
ひ
こ
 
 

そ
や
れ
 
 

貞
応
元
年
と
よ
の
あ
か
り
の
夜
、
月
く
ま
な
き
に
思
ひ
い
づ
る
番
 
 

お
ほ
く
て
、
前
中
納
言
定
家
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
 
 

西
園
寺
人
道
前
太
政
大
臣
 
 

0
9
4
 
月
の
ゆ
く
く
も
の
か
よ
ひ
ぢ
か
は
れ
ど
も
を
と
め
の
す
が
た
わ
す
れ
 
 
l
 
 

し
も
せ
ず
 
 

前
中
納
言
定
家
 
 

返
し
 
 

1
0
9
5
 
わ
す
ら
れ
ぬ
を
と
め
の
す
が
た
世
々
ふ
り
て
わ
が
み
し
そ
ら
の
月
ぞ
 
 

は
る
け
き
 
 

1
0
9
1
番
歌
は
承
久
の
乱
の
敗
軍
の
将
と
な
っ
た
秀
能
が
如
願
と
な
っ
て
、
 
 

俗
人
の
時
に
行
幸
・
御
幸
の
あ
っ
た
嵐
山
に
あ
る
法
輪
寺
に
赴
い
て
懐
旧
 
 

の
情
（
後
鳥
羽
院
の
御
世
へ
の
追
懐
）
 
に
ひ
た
っ
て
涙
を
禁
じ
え
な
い
様
 
 

を
詠
む
。
1
0
9
2
番
歌
は
、
順
徳
院
の
側
近
で
あ
っ
た
滴
範
が
、
佐
渡
に
赴
い
 
 

た
院
に
付
き
従
っ
て
の
作
で
あ
る
。
忘
れ
よ
う
と
努
力
し
て
忘
れ
た
は
ず
 
 

の
京
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
時
雨
を
、
暁
に
聞
い
て
の
歌
で
あ
る
。
1
D
9
3
は
、
 
 

内
容
が
、
こ
れ
ら
の
歌
と
離
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
帝
王
に
ふ
さ
 
 

（
2
3
）
 
 

わ
し
い
歌
で
あ
る
。
延
書
帝
の
 
「
大
鏡
」
に
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
踏
ま
 
 

え
て
、
「
新
古
今
集
」
雉
下
巻
軸
の
蝉
丸
歌
 
 

胤
 
世
の
中
は
と
て
も
か
く
て
も
同
じ
こ
と
宮
も
わ
ら
や
も
は
て
し
な
け
 
 

れ
ば
 
 

を
本
歌
と
す
る
。
夜
中
の
褒
の
中
に
寒
さ
を
感
じ
る
こ
と
か
ら
民
の
わ
ら
 
 

や
で
の
寒
さ
の
労
苦
を
思
い
や
っ
て
い
る
。
詠
作
事
情
は
不
明
で
あ
る
。
 
 

隠
岐
で
の
詠
作
な
ら
ば
流
れ
が
統
く
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

そ
う
で
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
如
願
・
滴
範
が
承
久
の
乱
後
も
思
慕
の
情
 
 

を
禁
じ
え
な
か
っ
た
後
鳥
羽
院
の
、
醍
醐
聖
帝
に
継
が
る
治
者
と
し
て
の
 
 

心
が
ま
え
を
内
包
し
た
歌
が
こ
こ
に
配
列
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
考
え
る
 
 

価
値
が
あ
ろ
う
。
乱
の
彼
の
悲
し
み
に
く
れ
、
過
去
を
し
た
う
二
人
の
主
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君
は
、
い
か
に
仁
慈
に
あ
ふ
れ
た
政
道
に
励
む
看
で
あ
っ
た
か
を
暗
示
す
 
 

る
こ
と
で
、
二
人
の
思
い
は
正
当
な
も
の
と
さ
れ
る
。
ひ
い
て
は
承
久
の
 
 

乱
が
無
暴
な
企
て
で
は
な
く
、
仁
慈
あ
ふ
れ
る
君
の
や
む
を
え
ぬ
挙
兵
で
 
 

あ
っ
た
こ
と
を
語
る
か
の
よ
う
な
構
成
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

そ
れ
に
次
ぐ
、
公
経
、
定
家
の
贈
答
は
、
こ
れ
ま
で
の
詠
と
は
、
詞
書
 
 

の
筆
致
・
内
容
に
お
い
て
差
異
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
。
如
願
・
清
範
 
 

歌
は
、
そ
の
詞
書
の
筆
法
・
内
容
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
勅
撰
集
編
集
 
 

の
技
法
や
述
懐
歌
の
扱
い
方
の
流
れ
の
中
で
理
解
で
き
よ
う
。
す
で
に
承
 
 

久
の
乱
の
関
係
歌
は
、
「
析
勅
撰
集
」
 
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
 
 

帝
旅
部
に
 
 

土
左
国
に
年
へ
侍
け
る
時
、
歌
あ
ま
た
よ
み
侍
け
る
に
 
 藤

原
兼
高
 
 

5
1
3
 
あ
か
つ
き
ぞ
な
ほ
う
き
も
の
と
し
ら
れ
け
る
み
や
こ
を
い
で
し
あ
り
 
 

あ
け
の
そ
ら
 
 

が
あ
る
。
滴
範
歌
と
同
類
・
同
心
と
す
ら
言
い
た
く
な
る
作
で
あ
る
。
同
 
 

集
の
如
魔
の
歌
の
中
に
も
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
維
一
・
維
二
に
そ
れ
 
 

ぞ
れ
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
 
 

題
し
ら
ず
 
 

0
4
2
 
あ
だ
な
り
と
何
う
ら
み
け
む
や
ま
ぎ
く
ら
は
な
ぞ
見
し
よ
の
か
た
み
 
 

な
り
け
る
 
 

窺
し
ら
ず
 
 

1
4
3
 
な
み
だ
も
て
た
れ
か
を
り
け
む
か
ら
衣
た
ち
て
も
ゐ
て
も
ぬ
る
る
そ
 
 

で
か
な
 
 

と
あ
る
。
二
首
と
も
に
「
寛
書
元
年
為
家
家
百
首
」
で
の
作
で
あ
る
。
承
 
 

久
の
乱
の
後
の
思
い
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
の
 
 

た
め
に
詞
書
が
「
摩
し
ら
ず
」
と
な
っ
て
い
る
か
。
前
者
は
、
「
金
葉
集
」
 
 

（
2
4
）
 
 

雑
上
5
2
4
番
の
後
三
条
院
を
追
懐
す
る
泰
葡
方
の
姿
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
 
 

（
霊
）
 
 

後
者
に
つ
い
て
は
 
「
別
本
『
新
勅
撰
抄
』
」
が
、
 
 

承
久
の
乱
を
な
げ
き
て
よ
め
る
帝
な
る
べ
し
 
 

と
許
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
如
願
の
苦
悩
を
思
っ
て
よ
い
の
 
 

で
あ
ろ
う
が
、
詞
書
が
な
く
、
推
測
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
。
加
え
て
、
「
新
 
 

和
撰
集
」
で
は
、
こ
れ
ら
の
作
は
ま
と
ま
っ
て
配
列
さ
れ
て
は
い
な
い
。
 
 
 

さ
て
、
公
経
・
定
家
の
贈
答
に
お
け
る
詞
書
の
筆
法
に
関
し
て
で
あ
る
 
 

が
、
詞
書
中
に
「
貞
応
元
年
の
大
常
会
」
が
明
示
さ
れ
る
。
「
承
久
の
乱
」
 
 

彼
の
皇
統
の
交
代
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
内
容
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
 
 

う
な
こ
と
が
把
握
で
き
よ
う
。
公
経
は
、
後
堀
河
天
皇
の
大
嘗
会
に
際
し
 
 

て
、
そ
の
即
位
の
祝
賀
の
中
で
、
胸
中
後
鳥
羽
院
の
御
世
を
追
想
す
る
。
 
 

（
具
体
的
に
は
土
御
門
天
皇
か
順
徳
天
皇
の
即
位
の
折
の
こ
と
か
）
感
傷
 
 

に
ひ
た
る
公
経
は
、
そ
れ
を
共
有
で
き
る
と
思
っ
た
定
家
に
贈
歌
す
る
。
 
 

そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
時
の
変
改
を
痛
切
に
悲
し
ん
で
い
た
定
家
は
、
 
 

自
分
も
後
鳥
羽
院
の
御
代
が
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
慨
嘆
す
る
も
 
 

の
で
あ
る
。
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こ
の
二
者
と
帝
王
後
鳥
羽
院
と
の
帝
と
臣
下
と
し
て
の
経
緯
は
、
新
た
 
 

（
洲
｝
 
 

に
説
く
ま
で
も
な
く
、
愛
憎
と
も
に
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
「
愚
管
抄
」
 
 

巻
六
は
、
建
保
五
年
の
出
来
事
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
を
記
す
。
 
 
 

近
衛
大
将
へ
の
就
任
を
院
よ
り
約
束
さ
れ
て
い
た
と
思
っ
た
公
経
は
、
 
 

そ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
に
怒
り
、
出
家
し
て
関
東
で
実
朝
に
扶
持
 
 

さ
れ
よ
う
と
放
言
す
る
。
院
は
激
怒
し
て
公
経
を
鶴
居
せ
し
め
た
と
す
る
。
 
 
 

定
家
の
場
合
は
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
が
、
「
新
古
今
集
」
編
集
時
か
 
 

ら
の
様
々
な
こ
と
が
集
積
し
て
、
承
久
二
年
に
破
局
を
む
か
え
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
、
治
天
の
君
後
鳥
羽
の
恐
ろ
し
さ
を
身
を
も
っ
て
味
 
 

わ
っ
た
二
人
が
、
「
憎
」
の
面
を
忘
れ
去
っ
て
、
院
を
慕
っ
て
そ
の
御
世
 
 

を
懐
か
し
む
べ
き
時
代
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
（
こ
の
よ
う
な
院
へ
の
謝
 
 

恩
の
思
い
が
虚
偽
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
）
如
願
・
消
耗
と
は
異
 
 

な
っ
た
院
と
の
関
係
が
あ
っ
た
は
ず
の
二
人
の
歌
に
お
い
て
、
一
方
の
面
 
 

の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
勅
撰
集
の
限
界
が
現
れ
て
い
る
と
 
 

も
考
え
ら
れ
る
が
、
為
家
は
こ
の
よ
う
な
作
を
、
こ
の
位
置
に
配
列
し
た
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

加
え
て
、
こ
の
二
人
が
当
代
の
第
一
の
権
門
の
父
で
、
自
身
権
を
ふ
る
 
 

（
r
）
 
 

い
死
に
あ
た
っ
て
、
清
盛
以
上
の
専
横
を
指
弾
す
ら
さ
れ
た
人
物
（
公
経
）
 
 

と
、
当
代
の
礼
楽
を
和
歌
の
方
面
か
ら
支
え
続
け
る
人
物
の
父
で
自
身
和
 
 

歌
の
第
一
人
者
（
定
家
）
 
で
あ
っ
た
こ
と
に
目
を
留
め
た
い
。
こ
の
二
者
 
 

の
贈
答
が
、
こ
の
一
連
の
歌
の
流
れ
の
中
に
お
か
れ
た
時
、
公
経
－
定
家
 
 

に
代
表
し
象
徴
さ
れ
る
臣
下
た
ち
す
べ
て
も
、
後
鳥
羽
院
の
君
恩
に
浴
し
 
 

て
い
た
こ
と
が
、
想
像
さ
れ
る
構
造
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ひ
い
て
は
、
事
 
 

実
は
さ
て
お
い
て
、
臣
下
た
ち
す
べ
て
も
「
承
久
の
乱
」
の
折
の
後
鳥
羽
 
 

院
の
心
情
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
、
紙
碑
と
し
て
の
「
締
後
撰
集
」
の
 
 

中
に
定
着
さ
れ
、
後
代
に
伝
わ
っ
て
行
く
。
撰
者
は
、
そ
の
こ
と
を
目
論
 
 

ん
で
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
、
成
茂
歌
の
撰
人
に
よ
 
 

り
、
神
々
が
後
鳥
羽
院
の
企
て
を
見
放
し
た
訳
で
は
な
い
こ
と
を
、
示
し
 
 

た
か
っ
た
こ
と
と
共
通
の
根
を
持
つ
と
考
え
る
。
 
 
 

こ
の
点
で
、
こ
の
公
経
・
定
家
の
贈
答
は
、
異
質
な
ね
ら
い
を
内
在
さ
 
 

せ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
 
 

五
 
 

こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
れ
ば
、
為
家
が
紙
碑
と
し
て
の
「
続
後
撰
集
」
、
 
 

さ
ら
に
そ
の
神
祇
部
に
記
し
、
後
代
に
示
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
 
 

よ
う
に
な
ろ
う
か
。
 
 

一
に
、
承
久
の
乱
以
前
に
戻
っ
た
皇
室
の
永
続
を
神
々
と
と
も
に
臣
下
 
 

た
ち
す
べ
て
が
願
っ
て
い
る
こ
と
。
二
に
、
俊
成
・
定
家
・
為
家
と
続
い
 
 

て
、
三
代
に
わ
た
っ
た
勅
撰
集
単
独
の
撰
者
を
生
ん
だ
御
子
左
家
は
、
「
歌
 
 

道
を
家
の
業
」
と
し
、
そ
れ
に
励
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
々
に
嘉
さ
れ
加
 
 

護
を
受
け
て
来
た
こ
と
。
そ
の
神
々
の
中
で
も
、
御
子
左
家
が
昔
よ
り
崇
 
 

敬
し
、
撰
者
自
身
も
深
く
帰
依
し
た
日
吉
杜
は
、
最
も
大
切
で
あ
る
こ
と
 
 

と
な
る
か
。
 
 
 

撰
者
・
為
家
は
「
続
後
撰
集
」
神
祇
部
に
、
私
的
な
報
恩
の
念
を
封
じ
 
 

こ
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
佐
藤
氏
の
指
摘
の
ご
と
 
 

く
、
宮
廷
人
た
る
為
家
に
と
っ
て
、
和
歌
に
励
み
家
の
業
を
継
承
す
る
こ
 
 

と
は
、
礼
楽
の
保
持
に
よ
り
宮
廷
を
支
え
、
「
君
臣
和
楽
」
を
推
進
す
る
 
 

行
為
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
日
本
国
の
神
々
が
自
家
に
霊
威
 
 

を
現
す
こ
と
と
、
宮
廷
の
中
心
に
い
て
礼
楽
の
保
持
を
専
ら
に
す
べ
き
皇
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室
を
神
々
が
護
る
こ
と
と
は
、
同
根
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
 
 
 

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
為
家
の
行
為
を
も
た
ら
し
た
 
 

も
の
の
基
盤
に
は
、
承
久
の
乱
で
深
く
傷
つ
い
た
皇
統
が
、
後
嵯
峨
院
の
 
 

即
位
に
よ
っ
て
、
久
々
に
、
何
は
と
も
あ
れ
正
統
に
復
し
た
と
、
人
々
に
 
 

思
わ
し
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

余
説
と
な
る
が
、
為
家
の
自
家
の
菜
た
る
歌
道
を
重
ん
じ
、
道
に
励
も
 
 

う
と
す
る
自
己
を
肯
定
す
る
思
い
に
通
底
す
る
歌
々
、
言
い
換
え
れ
ば
、
 
 

人
々
が
「
家
」
の
業
を
継
承
し
、
そ
れ
に
励
む
詠
が
、
「
続
後
撰
集
」
に
 
 

人
撰
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

雑
中
に
、
以
下
の
よ
う
な
作
が
あ
る
。
 
 

為
家
参
議
の
時
八
代
集
作
者
四
位
以
下
伝
し
る
し
て
と
申
し
侍
り
 
 

し
を
お
く
り
つ
か
は
す
と
て
か
き
そ
へ
て
侍
り
し
 
 
中
原
師
季
 
 

皿
 
も
し
ほ
革
か
き
あ
つ
め
て
も
か
ひ
ぞ
な
き
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
わ
か
の
 
 

浦
風
 
 

丹
波
軽
長
 
 

本
革
を
ひ
ら
き
見
て
よ
め
る
 
 

1
5
2
 
を
し
へ
お
く
そ
の
こ
と
の
は
を
し
る
べ
に
て
よ
も
の
草
木
の
心
を
ぞ
 
 

わ
く
 
 

中
原
師
光
 
 

帝
王
系
図
か
き
侍
る
と
て
 
 

1
1
5
3
 
神
代
よ
り
い
ま
わ
が
き
み
に
つ
た
は
れ
る
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
の
ほ
ど
ぞ
 
 

ひ
さ
し
き
 
 

検
非
追
使
に
侍
り
け
る
時
、
過
状
の
ま
つ
り
ご
と
に
ま
ゐ
り
て
、
 
 

中
原
友
景
 
 

囚
を
と
ひ
て
心
の
う
ち
に
思
ひ
つ
づ
け
け
る
 
 

1
5
4
 
よ
る
よ
る
は
い
か
な
る
か
た
に
か
よ
ふ
ぞ
と
と
へ
ば
こ
た
ふ
る
お
き
 
 

つ
し
ら
な
み
 
 

中
原
氏
は
文
書
を
扱
う
下
級
実
務
官
僚
の
家
柄
で
あ
り
、
宮
廷
政
治
の
 
 

故
事
来
歴
に
詳
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
1
1
4
9
の
よ
う
に
、
為
家
よ
り
 
 

「
八
代
集
作
者
四
位
以
下
の
伝
」
の
撰
述
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
 
 

1
1
5
3
の
「
帝
王
系
図
」
の
著
述
も
、
そ
の
家
の
業
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
 
 

る
。
1
1
5
4
も
、
検
非
違
使
と
し
て
罪
人
を
尋
問
し
た
折
の
「
し
ら
な
み
（
白
 
 

波
＝
盗
賊
）
」
の
答
を
聞
い
て
の
感
懐
で
、
宮
人
と
し
て
業
務
を
果
た
し
 
 

て
い
る
時
の
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

丹
波
氏
は
医
師
の
家
柄
で
あ
る
。
1
1
5
2
は
「
本
草
」
書
を
読
み
、
そ
れ
を
 
 

参
考
と
し
て
多
く
の
草
木
の
薬
効
を
判
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
内
容
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
人
々
が
自
家
の
業
に
励
む
有
様
の
詠
は
、
こ
れ
ま
で
の
勅
 
 

撰
集
に
見
ら
れ
た
和
歌
へ
の
執
心
や
自
己
の
官
職
上
の
非
運
を
嘆
ず
る
歌
 
 

（
「
続
後
撰
集
」
に
も
同
様
の
歌
は
多
い
）
と
は
異
な
る
も
の
で
、
為
家
 
 

の
打
ち
出
し
た
新
機
軸
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
賛
吉
を
続
け
た
い
。
こ
こ
ま
で
考
察
し
た
為
家
の
歌
道
に
励
も
 
 

う
と
す
る
姿
と
、
他
の
部
立
の
家
の
業
を
伝
え
そ
れ
に
精
進
す
る
人
々
の
 
 

散
々
と
が
地
下
水
の
如
き
も
の
で
時
々
裡
に
継
が
っ
て
い
る
よ
う
な
関
係
 
 

は
、
他
に
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
前
記
し
た
も
の
で
は
、
北
野
杜
へ
の
尊
 
 

襲
と
春
中
巻
頭
に
5
7
番
道
真
歌
が
配
さ
れ
た
こ
と
、
定
家
の
昇
任
を
書
ぶ
 
 

頼
実
歌
と
維
中
に
前
参
議
と
し
て
不
遇
を
か
こ
つ
定
家
の
思
い
を
伝
え
る
 
 

Ⅷ
番
歌
が
人
撰
し
て
い
る
こ
と
は
、
単
な
る
偶
然
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
 
 

34   



る
。
為
家
は
 
「
続
後
撰
集
」
 
の
奉
勅
か
ら
奉
覧
ま
で
に
三
年
三
ケ
日
を
か
 
 

け
て
お
り
、
そ
の
間
に
撰
歌
部
立
に
あ
れ
こ
れ
留
意
す
る
所
が
あ
っ
た
と
 
 

し
て
も
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
続
後
撰
集
」
 
に
は
、
こ
の
よ
う
な
 
 

様
々
な
形
で
の
細
や
か
な
配
慮
が
見
出
し
う
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
 
 

注
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

′ 、     （    ′■ 、        ′【■■ヽ  

141312  11 ヽ J    ヽ＿■′  ヽ J          ヽ J  

10 9 8 7  

「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
3
4
年
9
月
号
 
 

「
国
語
国
文
」
昭
和
4
3
年
3
月
号
 
な
お
、
以
下
で
、
佐
藤
氏
の
説
の
う
ち
特
に
 
 

記
載
の
な
い
も
の
は
、
こ
の
論
文
に
よ
る
。
 
 

例
え
ば
、
森
晴
彦
氏
「
『
綿
後
撰
集
』
賀
部
巻
頭
年
紀
の
鮎
齢
私
論
－
御
子
左
家
 
 

の
賀
部
を
辛
が
か
り
と
し
て
ー
」
 
「
解
釈
」
昭
和
6
3
年
8
月
号
、
さ
ら
に
、
本
格
 
 

的
注
釈
を
示
し
た
、
木
船
重
昭
氏
「
続
後
撰
和
歌
集
全
注
釈
」
大
学
堂
酋
店
 
平
 
 

成
元
年
一
月
刊
も
あ
る
。
 
 

「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
5
2
年
5
月
号
 
 

「
『
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
第
Ⅰ
部
」
暫
琴
 
平
成
1
4
年
1
月
 
 

以
下
の
和
歌
集
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
新
編
国
歌
大
観
」
に
よ
る
。
た
だ
 
 

し
、
用
字
、
送
り
仮
名
、
句
読
点
を
私
に
改
め
た
所
が
あ
る
。
 
 

日
本
古
典
文
学
全
集
版
の
訓
読
に
よ
る
。
 
 

（
1
）
 
の
樋
口
芳
麻
呂
氏
論
文
に
よ
る
。
 
 

『
千
載
和
歌
集
』
笠
間
書
院
刊
 
昭
和
4
4
年
9
月
の
解
説
に
よ
る
．
 
 

元
久
二
年
二
月
二
十
六
日
の
記
事
に
「
…
…
神
歌
甚
多
、
又
神
歌
之
次
第
尤
雛
渕
、
 
 

雄
一
日
乏
沙
汰
、
可
備
万
代
証
拠
、
暗
列
神
御
名
之
条
恐
無
極
、
彷
不
交
平
」
と
 
 

の
記
事
が
あ
る
。
 
 

「
『
新
和
撰
集
』
神
祇
部
巻
頭
私
見
－
日
本
紀
意
寮
歌
の
配
列
の
意
味
」
「
解
釈
」
 
 

昭
利
6
4
年
1
日
号
 
 

神
作
光
一
氏
・
長
谷
川
哲
夫
氏
 
風
間
書
房
刊
 
平
成
1
2
年
4
月
 
 

三
省
堂
書
店
刊
 
昭
和
4
3
年
4
月
 
 

松
野
陽
一
氏
「
五
杜
百
首
考
」
「
立
正
女
子
短
大
研
究
紀
要
」
第
1
3
集
 
昭
和
4
4
 
 

年
1
2
月
刊
 
 

久
保
田
淳
氏
『
析
古
今
歌
人
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
 
昭
和
加
8
年
3
月
刊
 
 

佐
藤
恒
雄
氏
「
藤
原
為
家
「
七
杜
百
首
」
考
」
 
「
国
語
国
文
」
昭
和
4
5
年
8
月
号
 
 

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
稿
中
の
 
「
七
杜
百
首
」
 
に
つ
い
て
の
佐
藤
氏
の
論
は
、
 
 

こ
れ
に
よ
る
。
 
 

（
1
5
）
 
久
保
田
浮
氏
 
河
出
番
宿
所
杜
刊
 
昭
和
6
0
年
3
月
 
 

（
1
6
）
 
「
日
本
宙
記
」
巻
六
 
「
垂
仁
天
皇
紀
」
 
に
 
 

故
、
大
神
の
教
の
随
に
、
其
の
網
を
伊
勢
国
に
立
て
、
因
り
て
斎
宮
を
五
十
鈴
 
 

川
の
上
に
興
て
た
ま
ふ
。
足
を
磯
宮
と
謂
ふ
。
則
ち
天
照
大
神
の
始
め
て
天
よ
 
 

り
障
り
ま
す
処
な
り
。
 
 

と
の
記
事
が
あ
る
っ
 
 

（
1
7
）
 
久
保
田
浮
氏
は
、
注
 
（
1
4
）
 
の
前
掲
書
、
ま
た
、
佐
藤
恒
雄
氏
は
、
注
（
5
）
 
の
 
 

「
御
子
左
家
三
代
の
悲
願
」
 
に
よ
る
。
 
 

（
1
8
）
 
注
 
（
1
4
）
 
の
 
「
新
古
今
歌
人
の
研
究
」
 
 

（
1
9
）
 
石
田
吉
貞
氏
『
藤
原
定
家
の
研
究
』
文
雅
堂
刊
 
昭
和
4
4
年
3
月
 
 

佐
藤
恒
放
「
為
家
か
ら
為
相
へ
の
典
籍
・
文
書
の
付
属
と
御
子
左
家
の
日
吉
祉
信
 
 

仰
に
つ
い
て
」
「
中
世
文
学
研
究
」
1
8
号
 
平
成
4
年
8
日
 
 

三
橋
正
氏
『
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
一
紙
群
書
類
従
刊
行
会
 
平
成
1
2
年
 
 

3
口
H
 
 

（
2
0
）
 
「
井
蛙
抄
」
巻
六
 
雑
談
 
（
「
日
本
歌
学
大
系
」
第
五
巻
 
風
間
畜
帯
刊
）
 
に
は
、
 
 

以
下
の
記
事
が
あ
る
。
 
 

又
云
、
中
院
禅
門
為
家
わ
か
く
て
は
此
道
不
堪
な
り
。
父
祖
の
あ
と
と
て
世
 
 

に
ま
じ
は
り
て
も
無
詮
、
出
家
せ
む
と
思
ひ
立
て
、
い
と
ま
申
に
日
吉
社
に
ま
 
 

う
で
た
ま
ひ
け
り
。
其
頃
に
慈
鎮
和
尚
に
ま
ゐ
り
て
所
存
の
お
も
む
き
を
の
べ
 
 

て
、
い
と
ま
を
被
し
申
け
る
に
、
和
尚
、
年
は
い
く
つ
ぞ
と
と
は
せ
給
へ
り
。
 
 

廿
五
に
な
り
侍
る
由
申
さ
れ
け
れ
ば
、
い
ま
だ
是
非
の
み
ゆ
べ
き
年
に
て
は
 
 

障
ら
ず
。
思
ひ
と
ど
ま
り
て
道
の
け
い
こ
を
ふ
か
く
つ
み
て
の
上
の
事
な
り
 
 

と
被
仰
け
る
。
御
教
訓
に
よ
り
て
、
出
家
も
思
ひ
と
ど
ま
り
て
、
ま
づ
五
日
に
 
 

千
首
歌
を
読
れ
け
り
、
よ
み
を
は
り
て
父
に
み
せ
申
さ
れ
け
れ
ば
、
先
立
春
歌
 
 

十
首
を
見
て
、
立
春
な
ど
か
や
う
に
出
来
た
る
、
宜
由
被
仰
て
見
を
は
ら
れ
て
 
 

の
ち
、
壬
生
二
位
に
見
す
べ
き
よ
し
被
仰
け
り
。
つ
ひ
に
道
の
宗
匠
と
し
て
、
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父
祖
の
あ
と
を
ま
す
〈
お
こ
さ
れ
た
る
事
、
慈
鎮
和
尚
の
恩
徳
也
云
云
 
 

「
岩
波
文
庫
」
能
粛
氏
縮
に
よ
る
。
 
 

「
r
北
村
季
吟
 
註
釈
集
成
4
0
」
昭
和
5
3
年
8
月
 
新
興
杜
刊
」
に
よ
る
。
 
 

岩
波
文
庫
版
「
r
大
鏡
」
巻
六
 
太
政
大
臣
道
長
下
」
に
 
 

お
な
じ
み
か
ど
と
申
せ
ど
、
そ
の
御
時
に
む
ま
れ
あ
ひ
て
候
ひ
け
る
は
、
あ
 
 
 

や
し
の
民
の
か
ま
ど
ま
で
、
や
む
ご
と
な
く
こ
そ
。
大
小
寒
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
い
 
 
 

み
じ
う
ゆ
き
ふ
り
さ
え
た
る
夜
は
、
「
諸
国
民
百
姓
い
か
に
さ
む
か
ら
ん
」
と
 
 
 

御
衣
を
こ
そ
夜
御
殿
よ
り
な
げ
い
だ
し
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
…
…
 
 

と
の
記
事
が
あ
る
。
な
お
、
「
古
事
談
」
・
「
続
古
事
談
」
に
も
、
「
大
鏡
」
に
よ
る
 
 

記
事
が
あ
る
。
 
 

兼
方
歌
は
、
 
 

5
2
4
 
来
年
見
し
に
包
も
か
は
ら
ず
さ
き
に
け
り
は
な
こ
そ
も
の
は
お
も
は
ぎ
り
 
 

け
れ
 
 

「
大
取
一
馬
氏
綿
【
新
勅
撰
和
歌
集
古
注
釈
と
そ
の
研
究
】
昭
和
6
1
年
3
月
 
思
 
 

文
閣
出
版
刊
」
所
収
に
よ
る
。
 
 

「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
岩
波
書
店
刊
に
よ
る
。
 
 

「
「
鎌
倉
時
代
 
そ
の
光
と
影
』
所
収
『
西
園
寺
公
軽
』
上
横
手
雅
敬
氏
 
平
成
6
 
 

年
5
月
 
吉
川
弘
文
館
刊
」
に
よ
る
。
 
 

（
な
こ
 
き
く
お
 
山
形
大
学
地
域
教
育
文
化
学
部
）
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