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平
貞
文
歌
「
あ
り
は
て
ぬ
」
な
ら
び
に
存
疑
歌
「
花
の
雫
に
」
小
考
 
 

金
沢
 
朱
美
 
 

は
じ
め
に
 
 

次
の
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
維
下
九
六
五
番
に
収
め
ら
れ
て
い
る
平
貞
文
の
歌
で
あ
 
 

る
。
 
 

平
貞
文
 
 

つ
か
さ
解
け
て
侍
り
け
る
時
よ
め
る
 
 

あ
り
果
て
ぬ
命
待
つ
ま
の
程
ば
か
り
憂
き
事
し
げ
く
思
は
ず
も
が
な
 
 
 

貞
文
の
多
く
の
歌
や
故
事
が
『
古
今
和
歌
集
』
、
『
平
仲
物
語
』
以
降
、
勅
撰
集
、
私
 
 

撰
集
、
私
家
集
の
み
な
ら
ず
、
物
語
や
説
話
集
、
歌
論
書
等
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
 
 

本
稿
で
は
、
右
の
歌
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
が
同
時
代
な
ら
び
に
後
世
の
歌
人
に
与
え
た
影
 
 

響
や
歌
論
書
に
お
け
る
評
価
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。
 
 
 

次
に
、
本
稿
の
な
か
で
も
言
及
し
て
い
る
、
貞
文
の
作
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
 
 

い
の
あ
る
 
「
花
の
雫
に
」
 
に
言
及
し
、
貞
文
作
の
可
能
性
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た
。
 
 

一
 
同
時
代
な
ら
び
に
後
世
歌
人
に
お
け
る
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
の
受
容
 
 

同
時
代
の
歌
人
で
、
最
も
早
く
 
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
を
私
家
集
に
採
り
込
ん
だ
の
は
、
 
 

管
見
に
よ
る
と
女
流
歌
人
の
伊
勢
で
あ
り
、
『
伊
勢
集
』
で
は
一
大
八
番
歌
に
「
あ
り
は
 
 

て
ぬ
」
 
が
原
歌
の
ま
ま
採
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

伊
勢
は
、
『
平
仲
物
語
』
と
『
伊
勢
集
』
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
人
の
交
流
が
 
 

相
当
程
度
ま
で
検
証
す
る
事
が
で
き
る
ほ
ど
に
、
貞
文
と
歌
の
贈
答
を
通
し
て
交
流
が
 
 

あ
っ
た
。
し
か
し
、
古
今
和
歌
集
の
詞
書
を
読
む
と
、
貞
文
が
伊
勢
に
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
 

を
贈
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
 
 
 

貞
文
は
古
今
集
歌
人
で
は
あ
る
が
、
藤
原
時
平
と
の
乳
轢
に
よ
り
、
政
治
的
に
不
遇
 
 

で
あ
っ
た
。
伊
勢
を
貞
文
と
時
平
が
争
っ
て
、
貞
文
が
伊
勢
と
懇
ろ
に
な
り
、
そ
の
結
 
 

（
1
）
 
 

果
、
貞
文
が
官
位
を
止
め
ら
れ
て
い
た
事
件
は
『
平
仲
物
語
』
一
段
に
も
語
ら
れ
て
い
 
 

る
。
ま
た
、
萩
谷
朴
氏
に
よ
る
と
、
『
寛
平
達
識
』
の
な
か
で
も
時
平
に
言
及
し
た
箇
所
 
 

に
記
述
さ
れ
て
い
る
 
「
左
大
将
藤
原
朝
臣
者
。
功
臣
之
後
。
其
年
錐
少
巳
熟
政
理
。
先
 
 

年
於
女
事
有
所
失
。
朕
早
忘
却
不
置
於
心
。
」
の
「
於
女
事
有
所
失
」
に
該
当
す
る
出
来
 
 

（
2
）
 
 

事
だ
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
貞
文
は
伊
勢
に
関
す
る
事
件
で
失
脚
さ
せ
ら
れ
た
の
で
 
 

あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
時
に
伊
勢
に
 
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
を
贈
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
 
 

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
は
後
世
の
歌
人
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
貞
文
が
 
「
あ
り
は
 
 

て
ぬ
命
待
つ
ま
の
ほ
ど
」
と
詠
ん
で
後
、
多
く
の
歌
人
が
そ
の
心
と
技
法
を
踏
襲
し
た
。
 
 

し
か
し
、
な
か
に
は
貞
文
の
 
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
私
家
 
 

集
が
あ
る
。
 
 

（
3
）
 
 
 

『
和
泉
式
部
続
集
』
の
最
後
を
飾
る
l
五
四
九
番
歌
は
貞
文
の
歌
で
あ
る
が
、
第
四
 
 

句
は
 
「
い
と
か
く
物
を
」
 
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

よ
う
さ
り
、
ま
か
り
い
で
て
ふ
み
み
る
に
、
と
の
な
り
け
る
も
の
を
、
ま
づ
 
 

あ
け
て
、
い
み
じ
う
い
は
れ
て
も
、
み
づ
か
ら
の
み
 
 

あ
り
は
て
ぬ
い
の
ち
ま
つ
ま
の
程
ば
か
り
い
と
か
く
物
を
お
も
は
ず
も
が
な
 
 
 

ま
た
、
源
重
之
女
の
家
集
で
あ
る
『
重
之
女
集
』
の
最
後
に
も
貞
文
の
 
「
あ
り
は
て
 
 

ぬ
」
 
を
そ
っ
く
り
継
承
し
た
歌
が
載
る
。
 
 

長
か
ら
ぬ
命
待
つ
間
の
ほ
ど
ば
か
り
憂
き
こ
と
繁
く
嘆
か
ず
も
が
な
 
 
 

『
重
之
女
集
』
は
、
源
重
之
の
女
の
私
家
集
で
あ
る
。
百
首
歌
の
祖
と
い
わ
れ
た
父
 
 

T
こ
 
 

親
の
試
み
を
継
承
し
、
定
数
値
を
試
み
た
と
い
わ
れ
る
。
「
書
陵
部
本
」
 
甲
本
に
は
百
 
 

首
歌
を
中
心
に
追
補
し
た
歌
が
載
り
、
一
一
五
首
が
残
る
。
春
、
夏
、
秋
、
冬
、
恋
…
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と
題
詠
の
後
に
「
あ
る
少
将
、
世
を
そ
む
き
給
ふ
と
き
ゝ
て
」
と
詞
書
が
あ
り
、
一
連
 
 

の
歌
の
最
後
に
 
「
長
か
ら
ぬ
」
 
が
置
か
れ
て
い
る
。
一
目
し
て
題
詠
の
な
か
に
自
然
を
 
 

詠
ん
だ
歌
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
最
後
の
詠
だ
け
が
人
生
の
苦
悩
を
正
面
か
ら
捕
ら
 
 

え
て
吐
露
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
重
之
女
は
、
何
故
、
貞
文
の
 
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
を
 
 

少
し
改
変
し
て
こ
こ
に
置
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
父
親
の
重
之
が
没
し
た
の
は
、
長
保
 
 

（
5
）
 
 

二
年
（
一
〇
〇
〇
）
と
さ
れ
る
か
ら
、
女
は
長
保
年
後
を
生
き
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
 
 

ば
、
重
之
女
が
生
き
た
年
代
は
『
源
氏
物
語
』
に
 
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
が
引
歌
と
し
て
採
 
 

り
い
れ
ら
れ
、
盛
ん
に
流
布
し
て
い
た
頃
で
も
あ
る
。
 
 
 

『
源
氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
と
同
時
代
を
生
き
た
赤
染
衛
門
の
家
集
『
赤
染
衛
門
 
 

集
』
に
も
、
貞
文
の
存
疑
歌
「
花
の
雫
に
」
を
友
人
の
 
「
た
め
よ
し
」
と
共
に
話
題
に
 
 

し
て
語
り
合
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
載
っ
て
い
る
。
 
 
 

『
赤
染
衛
門
集
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
『
和
泉
式
部
集
』
に
お
け
る
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
 

の
採
歌
等
の
事
実
か
ら
、
「
あ
り
は
て
ぬ
」
ば
か
り
で
な
く
、
古
今
集
歌
人
貞
文
の
歌
は
 
 

こ
の
頃
ま
で
に
歌
人
の
間
で
相
当
程
度
、
論
評
さ
れ
た
り
話
題
に
上
り
、
受
容
、
継
承
 
 

さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

以
前
、
別
稿
に
て
考
察
し
た
の
で
本
稿
で
は
触
れ
な
い
が
、
貞
文
歌
「
昔
せ
し
」
は
、
 
 

後
世
に
お
け
る
和
歌
と
し
て
の
評
価
の
高
さ
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
成
立
の
経
緯
ゆ
え
に
 
 

「
あ
り
は
て
ぬ
」
よ
り
更
に
大
き
く
、
劇
的
な
話
題
を
伴
っ
て
説
話
文
学
や
『
源
氏
物
 
 

（
6
）
 
 

語
』
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
歌
人
の
睦
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
ま
た
、
『
平
 
 

仲
物
語
』
が
『
貞
文
日
記
』
と
し
て
残
り
、
家
集
の
存
在
も
考
え
ら
れ
る
時
期
で
は
な
 
 

い
か
。
こ
れ
ら
も
ー
〇
世
紀
後
半
～
一
一
世
紀
前
半
の
歌
人
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
 
 

を
提
供
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
 
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
は
当
時
、
貴
族
の
間
で
も
て
は
や
 
 

さ
れ
、
盛
ん
に
踊
詠
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
述
す
る
歌
論
書
に
お
い
 
 

て
も
「
常
に
詠
吟
す
べ
き
歌
な
り
」
と
論
評
さ
れ
て
い
る
。
『
伊
勢
集
』
『
和
泉
式
部
集
 
 

続
集
』
『
重
之
女
集
』
の
よ
う
な
「
あ
り
は
て
ぬ
」
の
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
採
歌
か
、
 
 

同
工
異
曲
の
歌
は
数
多
生
ま
れ
た
。
「
あ
り
は
て
ぬ
」
は
当
時
、
既
に
古
歌
と
し
て
の
地
 
 

位
を
確
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

鰯
々
と
し
た
余
韻
を
残
し
っ
つ
、
後
述
す
る
「
直
体
」
の
形
で
真
っ
直
ぐ
に
貴
族
歌
 
 

人
の
は
か
な
げ
な
心
や
厭
世
観
を
代
弁
す
る
か
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
和
 
 

泉
式
部
も
重
之
女
も
「
あ
り
は
て
ぬ
」
の
心
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
み
、
自
身
の
家
集
の
 
 

最
後
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
と
し
て
置
い
た
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

こ
の
ほ
か
に
も
同
工
異
曲
の
歌
を
求
め
れ
ば
数
多
の
歌
が
勅
撰
集
に
も
私
家
集
に
も
 
 

（
7
）
 
 

私
撰
集
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
歌
人
へ
の
影
響
が
い
か
に
大
き
く
、
そ
の
心
に
浸
透
 
 

し
て
い
っ
た
か
が
窺
わ
れ
る
。
 
 
 

他
に
も
「
あ
り
は
て
ぬ
」
「
あ
り
は
て
ぬ
命
待
つ
ま
」
「
憂
き
事
し
げ
（
き
）
」
「
お
も
 
 

（
8
）
 
 

は
ず
も
が
な
」
と
部
分
的
に
継
承
し
、
多
く
の
歌
人
が
同
じ
技
法
で
別
の
心
を
詠
ん
だ
。
 
 

二
 
歌
論
書
や
物
語
に
お
け
る
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
 

「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
の
影
響
を
見
て
い
く
と
、
こ
の
よ
う
に
枚
挙
に
通
が
な
い
ほ
ど
で
 
 

あ
る
が
、
今
、
歌
論
書
で
の
評
価
を
見
て
み
た
い
。
 
 
 

忠
琴
『
和
歌
鰻
十
種
』
、
貫
之
『
新
撰
和
歌
』
、
俊
頼
『
俊
頼
髄
脳
』
、
範
兼
『
後
六
々
 
 

撰
』
、
『
続
歌
仙
三
十
六
人
撰
』
、
定
家
『
八
代
抄
』
、
後
鳥
羽
院
『
時
代
不
同
歌
合
』
、
二
 
 

条
為
右
『
練
玉
和
歌
抄
』
等
が
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
に
つ
い
て
そ
の
著
書
の
な
か
で
言
及
 
 

し
、
あ
る
い
は
秀
歌
と
し
て
選
ん
で
い
る
。
 
 
 

『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
「
あ
り
は
て
ぬ
」
を
「
げ
に
と
聞
ゆ
る
歌
」
の
代
表
歌
と
し
て
い
 
 

る
。
 
 
 

『
古
今
和
歌
集
両
度
開
音
』
に
は
、
「
心
、
誠
に
哀
に
た
ぐ
ひ
な
く
や
。
一
切
の
人
思
 
 

ふ
べ
き
理
也
」
と
評
さ
れ
、
ま
た
、
『
古
今
栄
歌
抄
』
（
飛
鳥
井
雅
俊
一
四
九
八
年
）
も
、
 
 

「
世
に
あ
り
は
て
ぬ
。
い
の
ち
ま
つ
間
の
し
ば
し
の
ほ
ど
。
あ
は
れ
憂
き
こ
と
し
げ
く
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思
は
ず
も
が
な
と
也
。
常
に
詠
吟
す
べ
き
歌
な
り
。
」
 
と
評
し
て
い
る
。
 
 
 

稿
者
は
以
前
、
貞
文
歌
で
秀
歌
と
定
評
の
あ
る
歌
を
検
討
し
た
結
果
、
「
直
体
」
の
歌
 
 

（
9
）
 
 

が
多
い
よ
う
で
あ
る
と
結
論
し
た
こ
と
が
あ
る
。
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
は
、
忠
琴
『
和
歌
 
 

髄
十
種
』
に
お
い
て
「
直
体
」
の
代
表
歌
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
。
「
直
体
」
は
『
和
歌
 
 

膿
十
種
』
の
な
か
で
、
「
此
直
牌
、
義
寮
以
無
曲
折
為
得
耳
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
藤
 
 

平
春
男
氏
は
、
人
生
の
は
か
な
さ
や
無
常
観
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
が
常
で
あ
っ
た
当
 
 

（
－
0
）
 
 

時
の
貴
族
の
心
に
、
「
主
観
を
直
叙
し
、
比
喩
な
ど
の
特
別
な
修
辞
法
を
用
い
な
い
歌
」
 
 

と
説
明
し
、
田
中
裕
氏
は
、
「
確
か
な
心
の
動
き
が
す
な
ほ
に
表
は
さ
れ
て
い
る
の
を
特
 
 

徴
と
す
る
も
の
で
、
心
と
詞
が
直
接
に
、
し
か
も
過
不
足
な
く
対
応
す
る
体
と
い
ひ
か
 
 

（
－
1
）
 
 

へ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ら
う
。
」
 
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

「
あ
り
は
て
ぬ
」
が
人
々
に
真
っ
直
ぐ
に
訴
え
て
く
る
も
の
は
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
 
 

う
。
貞
文
の
勅
撰
集
に
入
集
し
た
二
六
首
の
う
ち
、
秀
歌
と
し
て
後
世
も
多
く
の
歌
人
 
 

達
に
注
目
さ
れ
た
歌
は
、
「
あ
り
は
て
ぬ
」
を
始
め
と
し
て
、
技
巧
を
凝
ら
し
た
歌
よ
り
 
 

ー
ー
リ
こ
 
も
、
繊
細
な
感
情
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
訴
え
た
行
情
の
調
べ
が
あ
わ
れ
深
い
歌
が
多
い
。
 
 
 

『
古
今
栄
歌
抄
』
に
「
常
に
詠
吟
す
べ
き
歌
な
り
」
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
、
『
古
 
 

今
栄
歌
抄
』
の
論
評
が
出
る
ま
で
に
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
広
く
人
々
に
よ
っ
て
詠
 
 

じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
貴
族
の
無
常
観
を
代
表
し
た
同
歌
は
、
初
詠
当
時
か
ら
人
 
 

々
の
心
を
捉
え
、
い
か
に
人
口
に
胎
衆
し
た
歌
で
あ
っ
た
か
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
経
 
 

緯
で
知
ら
れ
る
。
 
 
 

「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
の
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
視
座
に
据
え
て
考
察
す
る
と
、
波
乱
の
 
 

生
涯
を
送
っ
た
和
泉
式
部
の
家
集
の
続
集
や
『
重
之
女
集
』
の
最
後
が
、
同
歌
で
締
め
 
 

く
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
理
解
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

「
あ
り
は
て
ぬ
」
は
、
物
語
に
も
引
歌
と
し
て
採
り
い
れ
ら
れ
た
り
、
物
語
中
の
人
 
 

物
に
詠
ま
せ
た
り
さ
れ
て
伝
播
し
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
で
も
「
あ
り
は
て
ぬ
」
は
し
 
 

ば
し
ば
引
歌
と
し
て
物
語
の
情
趣
を
深
め
、
展
開
を
促
す
役
目
を
し
て
い
る
。
「
松
風
」
 
 

（
1
3
一
 
「
鈴
虫
」
 
「
宿
木
」
 
「
御
法
」
 
の
帖
に
そ
れ
ぞ
れ
引
歌
と
し
て
見
え
る
。
 
 
 

『
大
和
物
語
』
一
四
二
段
で
は
、
故
御
息
所
御
姉
と
い
う
架
空
の
人
物
に
、
「
あ
り
は
 
 

（
1
4
）
 
て
ぬ
」
 
を
詠
ま
せ
て
い
る
。
 
 

三
．
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
の
ま
と
め
 
 

以
上
、
「
あ
り
は
て
ぬ
」
の
誕
生
以
来
、
主
に
後
世
歌
人
の
詠
歌
に
お
け
る
影
響
や
、
 
 

歌
論
書
で
の
評
価
、
物
語
に
お
け
る
影
響
等
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
が
、
貞
文
在
世
中
に
既
に
貫
之
に
よ
っ
て
も
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
貞
文
没
後
間
も
 
 

な
い
頃
に
、
既
に
古
歌
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
物
語
に
盛
ん
に
採
り
い
れ
ら
れ
た
 
 

り
、
物
語
の
情
趣
を
深
め
る
た
め
の
引
歌
と
し
て
影
響
を
与
え
た
こ
と
、
女
流
歌
人
に
 
 

よ
っ
て
も
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
、
私
家
集
の
最
後
を
飾
る
ほ
ど
貴
族
の
心
に
浸
透
し
、
 
 

好
ん
で
諦
詠
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
歌
論
審
や
秀
歌
撰
に
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
 
 

れ
、
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
等
を
見
て
き
た
。
 
 

四
．
「
花
の
雫
に
」
私
見
 
 

九
五
七
～
九
六
四
年
の
間
に
生
ま
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
一
〇
四
一
年
に
八
五
、
六
歳
 
 

で
存
命
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
赤
染
衛
門
の
家
集
に
次
の
よ
う
な
歌
と
逸
話
 
 

が
載
っ
て
い
る
。
桂
宮
本
で
は
左
記
の
詞
書
き
の
み
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
肝
心
の
歌
 
 

は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 

春
た
め
よ
し
が
来
て
物
が
た
り
せ
し
っ
ゐ
で
に
花
の
し
づ
く
に
滞
る
と
見
し
 
 

平
中
が
詠
み
た
り
け
る
と
云
ひ
し
後
遮
り
し
 
 
 

榊
原
本
で
は
次
の
詞
書
き
と
和
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
 
 

春
た
め
よ
し
が
来
て
物
が
た
り
な
ど
し
て
、
へ
い
ち
ふ
が
 
「
花
の
し
づ
く
に
 
 

滞
る
と
見
し
」
と
詠
み
た
る
と
な
む
脊
と
見
て
語
り
て
帰
り
て
後
、
久
し
く
 
 

音
せ
ざ
り
し
に
 
 
 



2
 
 

3
 
 

沢
 
 

金
 
 
 

四
八
三
 
春
な
れ
ど
花
の
雫
や
見
え
ざ
り
し
涙
を
か
け
て
云
ふ
人
も
な
し
 
 
 

現
存
の
貞
文
歌
と
さ
れ
る
判
明
し
て
い
る
和
歌
は
一
一
四
首
で
あ
る
。
他
に
存
疑
歌
 
 

は
多
く
あ
り
 
「
花
の
雫
に
滞
る
ゝ
」
 
の
句
を
伴
う
歌
は
判
明
し
て
い
な
い
が
、
貞
文
歌
 
 

で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
存
す
る
と
考
え
る
。
『
平
安
朝
歌
合
大
成
一
』
に
拠
る
と
、
「
仁
 
 

和
四
年
～
寛
平
三
年
秋
内
裏
菊
合
」
 
の
な
か
に
、
次
の
歌
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
 
 

津
の
国
の
田
蓑
の
島
 
洲
浜
に
植
ゑ
た
る
菊
の
し
た
に
女
袖
を
笠
に
着
て
貝
 
 

拾
ふ
か
た
し
た
り
 
 
 

五
 
田
蓑
と
も
今
は
求
め
じ
た
ち
か
へ
り
花
の
雫
に
ぬ
れ
む
と
恩
へ
ば
 
 
 

同
じ
歌
が
『
玉
葉
集
』
巻
五
秋
下
で
は
、
左
記
の
詞
書
き
を
伴
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
 
 

る
。
 
 

寛
平
の
菊
合
に
田
蓑
の
島
の
菊
を
よ
み
侍
り
け
る
 
訴
人
し
ら
ず
 
 
 

七
七
七
 
田
蓑
と
も
今
は
求
め
じ
た
ち
か
へ
り
花
の
雫
に
ぬ
れ
む
と
思
へ
ば
 
 
 

貞
文
没
 
（
九
二
三
年
九
月
廿
七
日
）
 
後
、
赤
染
衛
門
が
歌
人
と
し
て
活
躍
を
始
め
る
 
 

頃
ま
で
五
〇
年
足
ら
ず
で
あ
る
。
 
 
 

貞
文
は
、
「
あ
り
は
て
ぬ
」
考
で
も
考
察
し
た
よ
う
に
、
『
古
今
集
』
『
後
撰
集
』
以
下
 
 

の
勅
撰
集
歌
人
と
し
て
も
、
『
貞
文
日
記
』
に
よ
る
「
色
好
み
平
仲
」
と
し
て
も
、
既
に
 
 

広
く
そ
の
歌
も
語
り
伝
え
ら
れ
、
そ
の
事
蹟
は
虚
実
織
り
交
ぜ
て
語
ら
れ
て
い
た
頃
で
 
 

あ
る
か
ら
、
貞
文
の
歌
が
赤
染
衛
門
の
歌
人
仲
間
の
間
で
さ
ま
ざ
ま
に
論
評
さ
れ
て
い
 
 

た
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
「
た
め
よ
し
」
は
田
中
恭
子
氏
、
武
田
早
 
 

（
1
5
】
 
 

苗
氏
ら
に
拠
る
と
橘
為
義
の
こ
と
で
、
た
め
よ
し
は
、
「
花
の
雫
に
滞
る
と
見
し
」
を
短
 
 

所
で
あ
る
と
論
評
し
た
。
そ
れ
に
関
し
、
武
田
早
苗
氏
は
、
赤
染
衛
門
の
歌
の
 
「
花
の
 
 

雫
や
見
え
ざ
り
し
」
は
「
平
仲
に
そ
の
よ
う
な
歌
は
な
い
こ
と
を
言
う
か
。
」
と
解
釈
し
 
 

（
－
6
）
 
て
お
ら
れ
る
。
 
 
 

赤
染
衛
門
は
話
題
に
な
っ
た
平
仲
歌
 
「
花
の
雫
に
」
 
を
引
き
取
っ
て
久
し
く
音
沙
汰
 
 

の
な
か
っ
た
た
め
よ
し
に
歌
を
贈
っ
て
い
る
。
 
 
 

前
述
の
 
「
内
裏
菊
合
」
 
の
時
の
内
裏
は
、
宇
多
天
皇
の
内
裏
で
あ
り
、
貞
文
は
宇
多
 
 

天
皇
と
ご
く
近
い
親
族
関
係
に
あ
た
る
。
貞
文
の
大
叔
母
な
い
し
叔
母
に
当
た
る
班
子
 
 

女
王
は
、
光
孝
天
皇
の
后
で
あ
り
、
宇
多
天
皇
の
母
后
で
あ
っ
た
。
『
大
日
本
史
・
列
伝
』
 
 

第
十
六
皇
子
四
に
従
う
と
班
子
女
王
は
貞
文
の
叔
母
で
あ
り
、
貞
文
は
茂
世
王
の
子
、
 
 

好
風
の
弟
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
貞
文
と
宇
多
天
皇
は
従
兄
弟
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

一
方
、
好
風
の
叙
爵
時
期
（
貞
観
一
五
年
）
 
と
貞
文
の
叙
爵
時
期
 
（
延
事
大
年
）
 
が
三
 
 

三
年
も
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
好
風
の
t
男
説
が
あ
る
。
 
 
 

班
子
女
王
に
寵
愛
さ
れ
て
い
た
貞
文
は
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
光
孝
天
皇
の
た
め
に
屏
 
 

（
1
7
）
 
 

風
歌
を
献
じ
て
お
り
、
歌
人
と
し
て
既
に
名
の
あ
っ
た
貞
文
が
、
「
内
裏
菊
合
」
に
「
花
 
 

の
雫
」
 
を
出
詠
し
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。
 
 

お
わ
り
に
 
 

以
上
、
貞
文
の
代
表
歌
の
一
つ
で
あ
る
 
「
あ
り
は
て
ぬ
」
 
の
誕
生
と
歌
人
に
よ
る
受
 
 

容
の
経
緯
な
ら
び
に
存
疑
歌
「
花
の
雫
に
」
を
考
察
し
た
。
 
 
 

貞
文
歌
の
秀
歌
と
さ
れ
た
歌
の
な
か
に
は
、
「
昔
せ
し
」
の
よ
う
に
劇
的
な
話
題
性
を
 
 

伴
い
、
話
題
の
方
で
も
説
話
文
学
等
で
語
り
続
け
ら
れ
た
歌
と
、
「
あ
り
は
て
ぬ
」
の
よ
 
 

う
に
貴
族
の
無
常
観
を
代
表
し
、
代
弁
し
、
歌
人
の
間
で
踊
詠
さ
れ
続
け
て
き
た
歌
が
 
 

あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
直
体
」
と
い
う
技
巧
を
凝
ら
さ
な
い
真
っ
直
ぐ
な
詠
み
ぶ
り
の
 
 

歌
で
あ
る
。
 
 
 

貞
文
の
歌
の
な
か
で
後
世
、
秀
歌
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
歌
は
、
皆
「
直
体
」
 
で
あ
 
 

る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
直
体
」
と
い
う
一
つ
の
伝
統
の
歌
風
の
な
か
で
、
主
観
的
な
心
情
 
 

を
そ
の
ま
ま
真
っ
直
ぐ
に
吐
露
し
た
心
深
い
歌
と
し
て
、
「
あ
り
は
て
ぬ
」
は
そ
の
誕
生
 
 

以
来
、
歌
人
の
間
で
歌
い
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
「
花
の
雫
に
」
は
貞
文
作
で
あ
る
か
否
か
、
疑
い
の
あ
る
歌
で
あ
る
が
、
貞
文
 
 

作
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
、
貞
文
の
、
皇
室
と
の
縁
故
的
背
景
か
ら
考
え
て
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 み

て
あ
り
得
る
と
の
結
論
を
得
た
。
 
 

『
古
今
和
歌
集
日
録
』
に
拠
る
と
、
貞
文
は
、
「
寛
平
三
牢
十
二
月
任
内
舎
人
。
五
年
二
月
十
 
 

六
日
任
右
馬
権
少
允
。
九
年
五
月
二
五
日
任
右
兵
衛
少
尉
。
（
後
略
）
」
 
で
あ
り
、
官
位
を
と
め
 
 

ら
れ
た
事
件
は
、
寛
平
七
年
に
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

萩
谷
朴
『
平
中
全
講
』
一
七
一
－
一
七
二
貢
。
昭
和
三
四
年
九
月
 
 

清
水
文
雄
校
注
『
和
泉
式
部
集
■
和
泉
式
部
続
集
』
一
九
八
三
年
に
拠
る
と
、
『
和
泉
式
部
集
』
 
 

と
『
同
続
集
』
は
、
成
立
順
序
が
逆
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

長
澤
美
津
編
『
女
人
和
歌
体
系
』
巻
二
 
風
間
書
房
 
昭
和
四
〇
年
 
 

『
国
史
大
系
・
尊
卑
分
脈
第
三
篇
』
五
九
頁
に
「
長
保
二
於
奥
州
死
」
と
あ
る
。
 
 

金
沢
朱
美
「
平
貞
文
歌
『
昔
せ
し
』
考
」
目
白
大
学
人
文
学
部
紀
要
［
言
語
文
化
篇
］
第
八
号
 
 

平
成
十
四
年
一
月
 
 

例
え
ば
、
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
恋
二
、
七
山
四
（
七
一
六
）
、
（
『
一
条
摂
政
御
輿
』
六
九
番
歌
「
と
 
 

ば
り
あ
げ
の
き
み
に
」
）
 
 

女
を
見
て
つ
か
は
し
け
る
 
 

謙
徳
公
 
 

た
と
ふ
れ
ば
つ
ゆ
も
ひ
さ
し
き
よ
の
な
か
に
い
と
か
く
も
の
を
お
も
は
ず
も
が
な
 
 

『
新
勅
撰
和
歌
集
』
十
五
巻
恋
歌
五
、
一
〇
〇
九
、
（
『
拾
遺
愚
草
』
）
 
 

恋
十
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
時
 
 

権
中
納
言
定
家
 
 

だ
れ
も
こ
の
あ
は
れ
み
じ
か
き
た
ま
の
を
に
み
だ
れ
て
も
の
を
お
も
は
ず
も
が
な
 
 

『
万
代
集
』
一
一
巻
恋
歌
三
 
二
三
四
二
、
 
 

権
中
納
言
帥
俊
女
 
 

お
な
じ
く
は
け
ふ
を
わ
が
よ
の
か
ぎ
り
に
て
あ
す
ま
で
も
の
を
お
も
は
ず
も
が
な
 
 

例
え
ば
、
『
和
泉
式
部
続
集
』
 
 

二
十
日
、
今
日
の
ほ
ど
は
と
お
も
ふ
に
も
、
む
か
し
あ
は
れ
に
て
 
 

あ
り
は
て
ぬ
わ
が
身
と
な
ら
ば
忘
れ
じ
と
い
ひ
し
ほ
ど
へ
ぬ
我
が
身
と
も
が
な
 
 

『
続
古
今
和
歌
集
』
巻
十
七
雑
歌
上
、
一
五
八
七
 
〓
五
九
五
）
、
 
 

月
歌
と
て
 
 

平
義
政
 
 

い
つ
ま
で
と
こ
こ
ろ
を
と
め
て
あ
り
は
て
ぬ
命
ま
つ
ま
の
月
を
見
る
ら
ん
 
 

金
沢
前
掲
論
文
 
 

藤
平
春
男
『
歌
論
の
研
究
』
六
五
頁
。
昭
和
六
三
年
 
 

17 16 15 14 131211  

田
中
裕
『
後
鳥
羽
院
と
定
家
研
究
』
二
九
七
頁
。
一
九
九
五
年
 
 

金
沢
前
掲
論
文
 
 

『
源
氏
釈
』
「
松
風
」
「
あ
り
は
て
ぬ
い
の
ち
を
か
ぎ
り
に
思
て
契
す
ぐ
し
き
つ
る
を
…
…
」
 
 

『
紫
明
抄
』
「
鈴
虫
」
 
「
げ
に
あ
り
は
て
ぬ
世
い
く
ば
く
あ
る
ま
じ
け
れ
ど
…
…
」
 
 

『
源
氏
釈
』
「
宿
木
」
「
げ
に
こ
の
世
は
み
じ
か
～
め
る
い
の
ち
ま
つ
ま
も
つ
ら
き
御
心
に
み
え
 
 

ぬ
べ
け
れ
ば
…
…
」
 
 

『
河
梅
抄
』
「
御
法
」
 
「
し
ば
し
も
か
～
つ
ら
は
む
い
の
ち
ま
つ
ま
は
…
…
」
 
 

『
大
和
物
語
』
で
は
「
な
げ
か
ず
も
が
な
」
 
 

田
中
恭
子
氏
に
考
証
が
あ
る
。
『
赤
染
衛
門
集
全
釈
』
四
三
一
貫
。
風
間
書
房
 
昭
和
六
一
年
 
 

和
歌
文
学
大
系
2
0
『
賀
茂
保
憲
女
集
／
赤
染
衛
門
集
／
滑
少
納
言
集
／
紫
式
部
集
／
藤
三
位
集
』
 
 

二
ハ
四
貢
。
明
治
審
院
 
平
成
一
二
年
 
 

「
水
の
あ
や
を
お
り
た
ち
て
き
む
ぬ
ぎ
ち
ら
し
た
な
ば
た
つ
め
に
衣
か
す
よ
は
」
『
拾
遺
和
歌
 
 

集
』
雑
一
〇
九
一
に
も
載
る
。
 
 

（
か
な
ざ
わ
 
あ
け
み
 
目
白
大
学
外
国
語
学
部
 
教
授
）
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