
『内
裏
名
所
百
首
』
の
享
受
と
歌
枕
の
固
定
化

 

赤
 

瀬
 

知
 

子

 

は
じ

め
に

 

歌
枕
研
究
は
、
「
あ
る
歌
枕
が
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
理

解
さ
れ
て
い
た
の
か
」
と
い
う
問
題
が
常
に
そ
の
核
心
の
ひ
と
つ

と
し
て
設
定
さ
れ
る
点
で
、
享
受
史
の
視
点
か
ら
も
魅
力
的
な
題

材
と
な
り
う
る
も
の
と
思
う
。
そ
の
設
問
に
、

「
あ
る
歌
枕
が
、
 

何
を
通
し

て
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
さ
れ

て
い
た
の

か
」
と
い
う
よ
う
に
、
「何
を
通
し
て
」
と
い
う
新
た
な
一
項
を

付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
枕
研
究
は
享
受
史
の
が
わ
に

一
層

ち
か
づ
く
。
も
つ
と
も
、
歌
枕
の
形
成

・
定
着
過
程
 

そ
れ
は
、
 

一
般
に
は
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
こ
と
と
理
解
さ

れ
て
い
る
よ
う
だ
が
 

を
対
象
と
し
、
し
か
も
個
々
の
歌
枕
を

対
象
と
し
て
論
ず
る
だ
け
の
用
意
が
、
現
在
の
わ
た
く
し
に
あ
る
  

わ
け
で
は
な
い
。
時
期
と
し
て
は
南
北
朝
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初

期
に
か
け
て
 

そ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
歌
枕
が
総
体
と

し
て
固
定
化
さ
れ
て
ゆ
く
時
期
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
従

来
の
歌
枕
研
究
に
お
い
て
は
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
よ

う
に
思
う
 

を
対
象
と
し
、
右
の
設
問
の

「
何
を
通
し
て
」
 の
 

「何
」
に

「内
裏
名
所
百
首
』
を
代
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
時
期
の
歌
枕
の
総
体
的
な
動
向
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
る
の
が
、
 

小
論
の
目
的
で
あ
る
。
 

か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、

『内
裏
名
所
百
首
」
は
、
室
町
時

代
中
末
期
に
連
歌
師
の
活
躍
を
通
じ
て
流
布
し
た
名
所
歌
集

の
ひ

と
つ
で
あ
り
、
そ
の
伝
本
に
は
歌
数
千
二
百
首
の
も
の
の
み
な
ら

ず
、
当
初
の
十
二
名
の
歌
人
の
う
ち
順
徳
院

・
藤
原
定
家

・
藤
原

家
隆
の
歌
だ
け
を
抜
き
出
し
た
歌
数
三
百
首
の
抄
出
本
や
、

五
百
 

2
9
 



首
、
四
百
首
、
百
首
と
い
っ
た
抄
出
本
が
あ
り
、
加
え
て
そ
れ
ら

の
注
釈
書
も
九
種
類
（
歌
数
三
百
首
の
も
の
七
種
、
歌
数
百
首
の
も
の
 

『
刃

 

一
一種
）
が
知
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
「
内
裏
名
所
百
首
」
の
現
存
す

る
伝
本
の
数
は
容
易
に
百
を
超
え
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
が
、
こ

う
し
た
こ
と
は
、
「内
裏
名
所
百
首
」
が
、

単
に
当
時
流
布
し

て

い
た
名
所
歌
集

の
ひ
と

つ
で
あ
る
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
当
時

も
つ
と
も
よ
く
読
ま
れ
た
名
所
歌
集

の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
。
つ
ま
り
、
当
時

の
人
び
と
の
多
く
は
、
「
内裏

名
所
百
首
』
を
享
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
枕
を
学
ん
で
い
た
と

思
わ
れ
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
多
く
の
人
び
と
の
歌
枕
観
は
、
 

「内
裏
名
所
百
首
」
 に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
と

考
え
て
誤
ら
な
い
で
あ
ろ
う
0
さ
き
の
設
問
の
 
「何
を
通
し
て
」
 

の
 「何
」
に

『内
裏
名
所
百
首
」
を
代
入
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し

た
点
か
ら
妥
当
な
操
作
と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

一
 

対
象
と
す
る
南
北
朝
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
の
時

期
、
『
内裏
名
所
百
首
』
 が
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
い
た
の
か

と
い
う
様
相
に

つ
い
て
、
こ
こ
で
は
特
に
室
町
時
代
に
お
け
る
享

受
の
様
相
を
中
心
と
し
て
、
簡
略
に
述
べ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
 

室
町
時
代
に
詠
ま
れ
た
和
歌
や
連
歌
の
な
か
に
、

『内
裏
名
所
  

百
首
」
 の
名
所
題
を
歌
題
と
し
て
用
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ

 

を
詠
み
こ
ん
だ
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て

 

②
 

い
る
。
そ
う
し
た
作
品
に

つ
い
て
、
こ
こ
で
特
に
指
摘
し
て
お
き

 

た
い
の
は
、
「
内
裏名
所
百
首
」
 に
収
め
ら
れ
た
歌
を
本
歌
に
し

て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
 

応
永
十

三
（

一
四
〇
六
）
年
九

月
に
催
さ
れ

た
「
名
所
百
番
歌

 

③
 

合
」
 は
、
『
内
裏名
所
百
首
』
 の
名
所
百
題
を

歌
題
と
し

て
用
い

 

た
歌
合
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
後
崇
光
院
貞
成
親
王
は
、
百
首

の
う
ち
三
十
七
首
も
の
歌
に

つ
い
て
、
「
内裏
名
所
百
首
」
 の
歌

を
本
歌
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

ま
た
、
山
名
宗
全

の
家
臣
で
あ
る
金

（蟹
）
沢
源
意
が
康
正
一
一
 

（
一
四
五
六
）
年
に
詠
ん
だ

「異
体
千
句
」
（
古
典
文
庫
棚
）
は
、
 

源
氏
国
名
や
五
色
、
古
今
集
作
者
な
ど
十
の
賦
物
を
と
っ
た
独
吟

千
句
で
あ
る
が
、
そ
の
第
六
に

『内
裏
名
所
百
首
』
の
名
所
百
題

を
賦
物
に
し
た
百
韻
が
あ
る
。
賦
物
で
あ
る
か
ら
、
 

雨
木
の
葉
を
と
は
か
は
ら
ぬ
霧
ま
か
な
 

（音
羽
河
）
 

こ
の
よ
う
に
、
名
所
は
隠
さ
れ
て
い
て
句
の
表
面
に
現
れ
な
い

こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
内
裏名
所
百
首
」
を
本
歌
に
し

て
句
を
付
け
る
と
い
う
こ
と
も
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
わ

け
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
な
お
か
つ
、
 

く
る

、
か
つ
ら
き
や
ま
ぬ
む
ら
雨
 

（葛
木
山
）
 

3
0
 



か
へ
る
め
り
の
こ
り
て
人
や
辰
の
市
 

（
辰市
）
 

こ
の
付
合
は
、
『内
裏
名
所
百
首
』
 に
み
え
る
順
徳
院
の
辰
市

の
歌
（
引
用
に
際
し
て
は
、
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
 3
9
 
に
影
印

を
掲
げ
た
憂
殊
院
蔵
本
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
以
下
、
同
じ
）
、
 

玉
枠
や
お
ほ
く
の
民
の
辰
市
に
く
る
れ
は
帰
る
数
も
み
え
け
 

h
/
 

右
の
歌
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う

な
例
も
み
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
源
意
の
よ
う

な
武
家
層
に
も
『
内
裏
名
所
百
首
』
が
、
単
に
そ
の
名
所
題
が
知

ら
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か

が
い
う
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
右
の

「異
体
千
句
」
 に
は
、
 一
条
兼
良
が
序
文
を

与
え
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
え
る
。
 

第
六
に
は
建
保
の
百
首
の
名
所
を
結
ひ
か
く
さ
れ
た
り
。
定

家
家
隆
の
秀
逸
も
お
ほ
く
は
此
時
の
詠
に
こ
そ
。
 

定
家
や
家
隆

の
歌
の
な
か
で
、
『内
裏
名
所
百
首
』
 に
収
め
ら

れ
る
も
の
が
か
な
り
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て

興
味
ぶ
か
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
注
目
す

べ
き
点
は
、
特
に
定
家
と
家
隆
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
人
の
歌
人
が

「内
裏
名
所
百

首
」
 の
参
加
者
を
代
表
す
る
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
  

が
い
う
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
両
名
の
力
量
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ

と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
、
室
町
時
代
に
は
成
立
し
て

い
た
歌
数
三
百
首
の
抄
出
本
、

つ
ま
り
定
家
・
家
隆
と
順
徳
院
と

の
歌
の
み
を
収
め
る
も
の
の
流
布
が
、
こ
う
し
た
見
方
を
い
っ
そ

う
促
進
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
と
思
う
。
 

先
述
の
後
崇
光
院
主
催
の

「名
所
百
番
歌
合
」
に
お
い
て
、
後

崇
光
院
が

『内
裏
名
所
百
首
』
の
歌
を
本
歌
と
し
て
詠
ん
だ
三
十

七
首
の
う
ち
、
順
徳
院
の
歌
を
本
歌
と
し
た
も
の
は
七
首
、
定
家

の
も
の
は
二
首
、
家
隆
の
も
の
は
三
首
で
計
十
二
首
、
そ
の
割
合

は
三
十
七
首
中
十
二
首
で
m
％
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の

お
よ
そ
百
年
後
、
永
正
十
（
一
五
一
一
己
年
に
三
条
西
実
隆

と
岩

山
道
堅
と
が
、
『内
裏
名
所
百
首
』

の
名
所
百
題
を
踏

襲
し
て
詠

ん
だ
 
「名
所
百
首
和
歌
」
（
「
雪玉
集
」
巻
十
二
所
収
）
で
は
、
「内

裏
名
所
百
首
」
 に
基
づ
い
た
歌
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
百
首
中
に
五
首

ず
つ
み
ら
れ
る
。
後
崇
光
院
の
三
十
七
首
に
比
べ
て
こ
れ
ら
の
数

値
が
な
ぜ
極
端
に
低
い
の
か
は
、
両
者
の
歌
が
詠
ま
れ
た
場
の
性

格
的
な
差
違
な
ど
か
ら
生
じ
た
こ
と
と
も
考
え
う
る
が
、
判
然
と

し
な
い
。
と
も
あ
れ
、
実
隆
の
五
首
中
、
順
徳
院

・
定
家
・
家
隆

の
歌
を
本
歌
と
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
首

・
一
首
・
零
首
で
計

三首
 
6
0
 
％
。

一
方
、
道
堅
の
五
首
中
に
は
、
 一
首
・
二
首
・
一
首

で
計
四

首
 
8
0
 

％
と
な
る
。
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右
の
数
値
は
あ
ま
り
比
較
に
適
し
た
材
料
と
は
言
え
な
い
か
も

し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
室
町
時
代
も
末
期
に
な
る
と
、
「
内
裏名

所
百
首
」
 の
な
か
で
も
、
順
徳
院
・
定
家
・
家
隆
の
歌
が
特
に
重

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
み
な
し

う
る
。
も
ち
ろ
ん
、
後
崇
光
院
に
し

て
も
実
隆
や
道
堅
に
し
て
も
、
 

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
代
表
す
る
文
化
人
で
あ
り
、
彼
ら
は
い
ず
れ

も
『
内
裏
名
所
百
首
」
を
歌
数
千
二
百
首
の
い
わ
ば
完
本
で
読
ん

で
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
崇
光
院
の
m
％
か

ら
、
実
隆
の
 6
0
 
％
、
道
堅
の
 8
0
 
％
へ
と
い
う
推
移
は
、
完
本
よ
り

も
小
さ
く
手
軽
な
、
順
徳
院

・
定
家
・
家
隆
の
歌
の
み
を
収
め
た

三
百
首
の
抄
出
本
な
ど
が
流
布
し
て
い
っ
た
享
受
の
動
向
と
、
パ

ラ
レ
ル
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
う
。
よ
り
積

極
的
に

い
え
ば
、
抄
出
本
の
流
布
と

い
う
状
況
が
、
実
隆
や
道
堅

に
順
徳
院
・
定
家
・
家
隆
の
歌
を
多
く
選
択
さ
せ
た
背
景
の
力
、
 

影
の
力
と
し
て
作
用
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う

と
思
う
の
で
あ
る
。
 

「内
裏
名
所
百
首
」
の
抄
出
本
は
、
管
見
の
範
囲
で
も
三
十
七

点
の
写
本
と
六
種
類
の
版
本
と
を
数
え
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
も

特
に
興
味
ぶ
か
い
も
の
の
ひ
と
つ
に
、
刈
谷
市
立
図
書
館
村
上
文

庫
蔵
「
内
裏

百
首
和
歌
」
（
「蓬
臓
雑
紗
」
第
十
六
冊
所
収
）
が
あ
げ

ら
れ
る
。
三
百
首
の
抄
出
本
で
、
そ
の
三
百
首
自
体
に

つ
い
て
は
  

他
の
抄
出
本
と
大
差
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
続
い
て
別
の
名
所
和
 

3
2
 

④
 

歌
（
「宗
祇
名
所
和
歌
」
）を
付
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭

 

の
二
首
を
示
す
と
、
 

山
城
や
賀
茂
の
神
山
日
影
山
か
た
岡
た

、
す
貴
船
山
し
な

 

山
城
や
木
幡
音
羽
に
笠
取
や
岩
田
宇
治
山
真
木
の
嶋
山

 

こ
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
名
所
を

一
首
の
歌
に
詠
み
込
ん
で

名
所
を
覚
え
や
す
く
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
計
九
十
一
首
の
歌
が

五
畿
内
か
ら
西
海
道
ま
で
に
分
類
さ
れ
並
べ
ら
れ

て
い
る
。
末
尾

に
は
、
次
の
よ
う
な
識
語
を
載
せ
る
。
 

宗
祇
在
判

以
上
六
十
余
州
大
略
如
此

 

干
時
永
禄
九
年
師
閏
八
月
廿
三
日

 

宗
祇
の
名
前
と
永
禄
九
（
一
五
六
六
）
年
と
い
う
年
号
が

み
え

る
。
こ
の
「
宗
祇
名
所
和
歌
」
が
、

「
内
裏名
所
百
首
」
の
抄
出

本
に
付
載
さ
れ
た
の
が
永
禄
九
年
頃
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
判
然
と

し
な
い
け
れ
ど
も
、
星
度

雑
紗
」
に
入
る
以
前
で
あ
っ
た
こ
と

は
確
か
だ
と
み
て
よ
曳

o
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
「
宗
祇
名
所

和
歌
」
が
付
載
さ
れ
た
背
景
に
は
、

「内
裏
名
所
百
首
」
が
歌
枕

を
学
ぶ
た
め
の
学
習
書
と
み
な
さ
れ
て
い
て
、
な
か
で
も
そ
の
抄

出
本
は
、
よ
り
手
軽
な
歌
枕
学
習
書
と
み
な
さ
れ

て
い
た
と
い
う

状
況
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
、
名
所
を
覚
え
る
た
め
の
歌
集
と
セ
ッ
 



ト
に
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
う
る
も
の
と
思
う
。
 

「内
裏
名
所
百
首
」
 に
つ
い
て
の
そ
う
し
た
見
方
は
、
歌
数
千

二
百
首
の
「
内
裏
名
所
百
首
」
の
伝
本
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
 

高
松
宮
家
旧
蔵
「
内
裏
名
所
百
首
」
の
末
尾
に
次
の
よ
う
な
識
語

が
あ
る
。
 

此
百
首
予
十
三
歳
之
時
書
写
之
件
被
借
失
之
間
今
借
大
野
左

衛
門
入
道
鮫

栄
延
手写
之
処
借
出
之
本
僻
字
茎

孟
一
正
体
追
可

令
校
勘
者
也

 

ホ
時
天
正
十
五
年
霜
月
十
四
日

 

也
足
軒
素
然

 

注
目
さ
れ
る
の
は
、
中
院
通
勝
が
、
十
三
歳
で

「内
裏
名
所
百

首
」
を
書
写
し
た
、
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
そ
の
記
述
は
、
右
に

続
く
慶
長
九
年
の
通
勝
の
識
語
に
「
幼
年
之
時
書
写
之
本
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
も
確
か
め
う
る
。
天
正
十
五
（
一
五
八
七
）
年
に
あ

ら
た
め
て
「
内
裏
名
所
百
首
』
を
書
写
し
た
の
は
か

つ
て
の
書
写

本
が
紛
失
し
た
か
ら
だ
、
と
い
う
通
勝
の
こ
と
ば
に
し
た
が
え
ば
、
 

「幼
年
之
時
書
写
之
本
」
と
い
う
の
も
、
高
松
宮
家
旧
蔵
本
と
同

じ
く
、
歌
数
千
二
百
首
の
完
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
た
か
い
。
と

す
れ
ば
、
完
本
を
も
含
め
て

「
内裏
名
所
百
首
」
を
、
幼
年
の
者
、
 

い
い
か
え
れ
ば
、
初
心
者
の
読
む
べ
き
も
の
と
す
る
考
え
方
が
、
 

当
時
、
 一
般
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
推
測
し
う
る
の
で
は
な

い
  

か
と
思
う
。
 

同
様
の
こ
と
は
、
正
徹
「
正
徹
物
語
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
所

収
本
に
よ
る
）
か
ら
も
う
か
が

い
う
る
よ
う
に
思
う
。
 

建
保
名
所
百
首
の
題
に
て
初
心
の
人
歌
を
詠
む
べ
か
ら
ず
。
 

名
所
は
、
そ
の
所
に
昔
よ
り
読
み
付
け
た
る
も
の
あ
れ
ば
、
 

今
読
む
歌
も
大
略
は
本
の
も
の
也
。
只
ち
と
ば
か
り
我
物
が

有
る
也
。
初
心
の
時
は
、
名
所
の
歌
が
好
み
て
詠
ま
る

、
也
。
 

そ
れ
は
、
安
く
存
ず
る
也
。
我
ら
も
歌
の
詠
ま
れ
ぬ
時
は
、
 

名
所
を
読
む
也
。
名
所
を
詠
め
ば
、
二
句
三
句
も
詞
が
ふ
さ

が
る
も
の
な
れ
ば
、
さ
の
み
我
力
が
入
ら
ぬ
也
。
「
高
嶋
や

か
ぢ
の
、
原
」
 「さ
ぐ
浪
や
し
賀
の
浜
松
」
な
ど

い
へ
ば
、
 

二
句
は
は
や
ふ
さ
が
る
也
。
我
は
、
は
や
四
十
余
年
歌
を
よ

み
侍
り
し
か
ど
も
、
ま
だ
這
百
首
を
ば
詠
み
侍
ら
ず
。
昔
の

人
は
、
皆
堀
川
院
の
百
首
を
初
心
の
稽
古
に
は
読
み
侍
り
し

也
。
 

冒
頭
の
一
文
に
お
い
て
、
正
徹
は
建
保
名
所
百
首
、
す
な
わ
ち
、
 

「
内裏
名
所
百
首
」
 の
歌
題
に
よ
っ
て
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
を

初
心
者
に
禁
じ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
注
意
を
わ

ざ
わ
ざ
与
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
自
体
、

「内
裏
名

所
百
首
」
が
初
心
者
に
も
て
は
や
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
、
す
で

に
か
な
り
進
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 



「初
心
の
時
は
、
名
所
の
歌
が
好
み
て
詠
ま
る
、
也
」
あ
る
い
は
 

「
昔
の
人
は
、
皆
堀
川
院
の
百
首
を
初
心
の
稽
古
に
は
読
み
侍
り

し
也
」
と
い
っ
た
記
述
も
、
そ
う
し
た
状
況
を
裏
付
け
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
 

正
徹
の
周
辺
に
お
い
て
、

『内
裏
名
所
百
首
」
 の
名
所
を
用
い

た
題
詠
が
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
弟
子
忍
誓

の

「
詠百
首
和
歌
』
（三
浦
三
夫
編
「
釈
忍
誓
詠
百
首
和
歌
」
昭
 

5
0
 、
 

私
家
版
に
よ
る
）
な
ど
か
ら
う
か
が

え
る
。
こ
れ
は
、
「正
徹
物

語
」
 の
成
立
か
ら
八
年
ほ
ど
後
の
康
正

三
（

一
四
五
七
）
年
に
、
 

忍
誓
が

「内
裏
名
所
百
首
』
 の
名
所
百
題
に
基
づ
い
て
か
ね
て
詠

み
お
い
た
百
首
歌
を
、
師
の
正
徹
に
送
り
批
評
を
請
う
た
も
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
正
徹
の
合
点
と
評
語
を
も
載
せ
て
い
る
。
 

忍
誓
に

つ
い
て
は
永
享
五

（
一
四
三
一
こ年
以
降

の
連
歌
活
動
が

知
ら
れ
、

ま
た
、
正
徹
と

の
交
際
も
す
で
に

宝
徳
元
（
一
四
四

九
）
年
に
は
始
ま
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
の
で
、
右
の
『
（
詠

百
首
和
歌
」
詠
作
の
当
時
に
初
心
者
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は

ひ
く
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
完
本
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も

 

か
く
、
『
内
裏名
所
百
首
」
と
そ
の
歌
題
の
流
行
が
正
徹
の
門
下

 

⑤
 

に
も
浸
透
し
て
い
た
こ
と
は
、
確
か
だ
と
み
て
誤
ら
な
い
と
思
う
。
 

「内
裏
名
所
百
首
」
が
初
心
者
の
た
め
の
も
の
、
い
い
か
え
れ

ば
、
歌
枕
を
学
習
す
る
う
え
で
最
も
基
本
的
な
名
所
歌
集
で
あ
る
  

と
す
る
見
方
は
、
さ
ら
に
時
代
を
遡
ら
せ
う
る
よ
う
に
も
思
う
。 

3
4
 

以
前
、
拙
稿
で
簡
単
に
紹
介
し
た
こ
と
だ
が
、
南
北
朝
時
代
に
尊

 

円
親
王
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
と
い
う
「
拾
要
抄
」
（
日
本
教科
書
大

 

系
往
来
編
第
二
巻
）
に

「
百
首
鍛
」
隣
裏
十
月
廿
四
日
」の
と
し
て
、
 

「内
裏
名
所
百
首
」
 の
名
所
百
題
が
掲
げ
ら
れ
て
い
叡
。
「
拾
要

 

抄
」
 の
識
語
に
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
 

康
永
二
年
四
月
廿
九
日
、
依
二
千
代
菊
所
望
一
染
筆
了
。
更

 

不
レ
可
レ
有」
外見
？
況
於
レ
与二
他
人
一
哉
。勿
論
々
々
。
抑
此

 

内
名
所
百
首
題
書
レ
之
。向
後
可
レ
予コ
参
和
歌
ム
F
之
条
、
不

 

レ
及」
子細
一
欺
。若
猶
令
二
故
障
一
者
、速
可
レ
召
返
一
者
也
。
 

こ
の
識
語
か
ら
先
の
名
所
百
題
は
、

こ
れ
か
ら
歌
会
に
加
わ
ろ

 

う
と
す
る
千
代
菊
と
い
う
少
年
の
た
め
に
書
き
出
さ
れ
た
も
の
と

 

考
え
て
よ
い
。
と
す
れ
ば
、
す
で
に
南
北
朝
時
代
か
ら
、
前
述
の

 

よ
う
な
見
方
が
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
う
し
た
見
方
と
、
三
百
首
な
ど
の
抄
出
本
の
享
受
と
が
、
ど

 

の
よ
う
な
因
果
関
係
に
あ
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
な
が

 

ら
、
室
町
時
代
に
入
る
と
、
そ
れ
ら
の
抄
出
本
が
流
布
し
て
、
そ

 

う
し
た
見
方
は
い
っ
そ
う
強
く
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思

 

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

室
町
時
代
の
『
内
裏
名
所
百
首
』
享
受
に

つ
い
て
、
最
も
特
徴
 



的
な
こ
と
が

ら
を
あ
ら
た
め
て
掲
げ

る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
抄

出
本

の
流
布
、
お
よ
び
、
初
心
者
と

の
関
わ
り
、
と
い
う
二
点
に

な
ろ
う
。
抄
出
本

と
い
う
、

よ
り
簡
便
な
異
本
が
流

布
し
た
こ
と

は
、

『
内
裏
名
所

百
首
』
 に
つ
い
て
、
歌
枕
を
学
ぶ
た

め
の
学
習

書
と

み
る
見
方

を
、
し
だ

い
に
定
着
さ

せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
 

そ
の
よ
う
な
見
方
が
強
く
な
る
に

つ
れ
、
よ
り
多
く
の

初
心
者
た

ち
が
、

『内
裏
名
所
百

首
』
 や
そ
の
抄
出
本

を
読
む

こ
と
に

よ
っ

て
、
歌
枕
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

い
い
か
え

れ
ば
、

「内
裏
名
所
百

首
』
 や
そ
の
抄
出
本

は
、
歌
枕
に
関
し

て

当
時

の
人
び
と
が
身
に

つ
け
て
い
た
教
養
の
、

い
わ
ば
基
盤
を
形

成
し

た
と
い
っ

て
も
よ

い
。
室
町
時

代
に

お
い
て
、

『内
裏
名
所

百
首
」
と

い
う
作
品
の
有
し

て
い
た
意
味

は
、
か
な
り
大
き
な
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
う
る
の

で
あ
る
。
 

一
 
一

 

前
章
の
考
察
か

ら
す
れ
ば
、

『内
裏
名
所

百
首
』
は
、

当
時
の

人
び
と
の
歌
枕
に

つ
い
て
の
知
識

や
考
え
方
に
、

少
な
か

ら
ぬ
影

響
を
与
え

て
い
た
こ

と
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で

ま
ず
、

『内
裏

名
所
百
首

」
に

み
え
る
名
所
が
、

南
北
朝
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初

期
に
か
け
て
成
立
し
た
名
所
歌
集
や
連

歌
の
寄
合
集
、

ま
た
、
俳

譜
の
付
合
語
集
な
ど
に
収
め
ら
れ

て
い
る
名
所
と
、

ど
の
程
度
一
  

致
す
る
の
か
を

検
討
し
、

結
果
を
表
と
し

て
示
し

て
み
る
。
そ
の

際
、
次

の
よ
う
な
二

つ
の
作
品
群
を

設
け
、

そ
の
各

々
に

つ
い
て

検
討
を
加
え

る
こ
と
と

す
る
。
ひ
と

つ
は
、
「歌
枕
名
寄
」
 の
よ

う
に
、

名
所
と

そ
れ
に
関
す
る
和
歌
の

み
を
収
め

る
、

い
わ
ば
狭

義

の
名
所
歌

集
を
集

め
た

一
群
で
あ
る
。
ま
た
ひ

と

つ
は
、
そ
れ

以
外
の

も
の
す
べ
て
を
含
め
た
一
群
で
、

連
歌
の
寄
合

集
、
俳
譜

の
付
合
語
集
の
ほ
か
、

「名
所
方

角
抄
」
、
前
述
の

「宗
祇
名
所
和

歌
』
な
ど

も
含
む
。
な
お
、
検
討
に
際
し

て
は
、
次

の
よ
う
な
凡

例
を
設
け
、

そ
れ
に
し

た
が
う
こ
と

と
し
た
。
 

凡
例
 

（

原
則
と
し
て
、
対
象
と
す
る
作
品
の
全
体
で
は
な
く
、
名
所
の

部
の
み
の
見
出
し
語
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
た
だ
し
、
連
歌
の
寄
合

集
で
名
所
の
部
等
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
作
品
全
体
を
対

象
と
し
て
検
討
す
る
。
 

（

「
明石
」
「明
石
浦
」
「
明
石
泊」
な
ど
は
、
ま
と
め
て
ー
つ
と

し
て
数
え
る
。
名
所
歌
集
や
寄
合
集
な
ど
の
な
か
に
は
、
そ
の
ひ
と

つ
ひ
と
つ
を
項
目
と
し
て
掲
げ
る
も
の
と
、
ま
と
め
て
ひ
と
つ
の
項

目
と
し
て
掲
げ
る
も
の
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
両
者
を
同
一
の
レ

ヴ
ェ
ル
で
比
較
す
る
た
め
で
あ
る
。
 

（

「
嬢捨
山
」
と
 
「
更級
山
」
と
の
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
場
所
に

つ
い
て
複
数
の
全
く
異
な
る
名
称
が
見
出
し
語
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
て
扱
う
。
異
な
る
名
称
か
ら
は
、
 

名
所
の
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
 

3
5
 



る
。
 

（

同
名
の
名
所
で
も
所
在
地
が
異
な
る
場
合
に
は
、
別
の
名
所
と

し
て
扱
う
。
 

（
対
象
と
す
る
名
所
歌
集
や
寄
合
集
な
ど
の
底
本
を
、
括
弧
内
に

示
し
て
お
く
。
 歌
枕
名
寄
（
渋
谷
虎
雄
編
「
校
本
語
枕
名
寄
 
本

文
篇
」
）
、二
八
明
題
和
歌
集
（
図
書
寮
叢
刊
）
、勅
撰
名
所
和
歌
要

抄
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
写
本
）
、新
撰
歌
枕
名
寄
（
彰
考

館
蔵
写
本
）
、歌
枕
（
叡
山
文
庫
蔵
写
本
）
、名
所
和
歌
抄
出
（
西
尾

市
岩
瀬
文
庫
蔵
写
本
）
、
六
十
六
ケ
国
和
歌
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
 

「
先代
御
便
覧
」
 2
5
 
）
、静
嘉
堂
本
名
所
和
歌
集
（
静
嘉
堂
文
庫
蔵

写
本
）
、明
題
和
歌
全
集
（
三
村
晃
功
編
「
明
題
和
歌
全
集
」
）
、勅

撰
名
所
和
歌
抄
出
（
「
王朝
文
学
」
 1
6
 
）
、九
大
本
名
所
和
歌
集
（
九

州
大
学
蔵
写
本
）
、勅
撰
名
所
和
歌
要
抄
抽
書
（
叡
山
文
庫
蔵
写
本
）
、
 

方
輿
勝
覧
集
（
「列
聖
全
集
」
御
撰
集
4
）
、類
字
名
所
和
歌
集
（
村

田
秋
男
編
「
類
字
名
所
和
歌
集
 
本
文
篇
」
）
、類
字
名
所
和
歌
集
抜

書
（
寛
永
八
年
整
版
本
）
、松
葉
名
所
和
歌
集
（
神
作
光
一
・
村
田

秋
男
編
「
松
葉
名
所
和
歌
集
 
本
文
及
び
索
引
」
）
、名
所
風
物
抄
 

（愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
蔵
写
本
）
、続
松
葉
集
（
神
作
光

一
・
村
田
秋男
編
「
続
松
葉
集
 
本
文
及
び
索
引
」
）
、名
所
百
人
一

首
（
貞
享
」
犀
整
版
本
）
、名
所
女
百
人
一
首
（
貞
享
三
年
整
版
本
）
、
 

和
歌
集
心
鉢
抄
抽
肝
要

（堀
部
正
二
解
説
「
和
歌
集
心
鉢
抄
抽
肝

要
」
）
、連
珠
合
壁
集
（
中
世
の
文
学
2
）
、連
歌
作
法
（
未
刊
国
文

資
料
第
四
期
8
）
、宗
長
連
歌
書
（
未
刊
国
文
資
料
第
四
期
9
）
、連

歌
寄
合

（
未刊
国
文
資
料
第
四
期
8
）
、浅
茅
（
中
世

の
文
学
 

1
0
 

）
、
 

異
本
浅
茅
（
神
宮
文
庫
蔵
写
本
）
、松
緑
集
（
碧
沖
洞

叢
書
 

4
6
 

）
、名

所
方
角
抄
（
寛
文
六
年
整
版
本
、
谷
岡
版
）
、兼
載
名
所
方
角
和
歌
 

（
荒
木
尚
「
「
兼
載名
所
方
角
和
歌
」
ー
翻
刻
と
解
説

ー
、

「熊
本
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大
学
教
養
部
紀
要
 
人
文
科
学
編
」
 1
）
、宗
祇
名
所
和
歌
（
前
掲

刈
谷
市
立
図
書
館
村
上
文
庫
蔵
写
本
）
、連
歌
付
合
の
事
（
中
世
の

文
学
2
）
、連
歌
初
学
抄
（
憂
殊
院
蔵
写
本
）
、随
葉
集
（
伊
地
知
鉄

男
編
「
連
歌
資
料
集
」
 1
）
、謁
林
名
所
考
（
「
東洋
大
学
紀
要

（
文

学
部
篇
）
」
 

2
7
 

・
 
2
8
 

、
「
東
洋
大
学大
学
院
紀
要

」
 
1
2
 

）
、せ
わ
焼
草
 

（
米谷
巌
編
「
せ
わ
焼
草
」
）
、竹
馬
集
（
無
刊
記
整
版
本
）
、初
本

結
（
寛
文
二
年
整
版
本
）
、便
船
集
（
寛
文
九
年
整
版
本
）
、俳
譜
類

船
集
（
近
世
文
学
叢
刊
1
）
、名
所
小
鏡
（
無
刊
記
整
版
本
）
 

日
 

『歌
枕
名
寄
』
等
の

名
所
歌
集

 

左
の
表

I
に
お
い

て
、
「
内
裏
名
所
百
首
』
に

一
致
す
る
名
所

の
割
合

（
⑧
）
は
、
 一
見
す

る
と
か
な
り
変
動
が
あ
る
よ
う
に
見

え
る
け
れ
ど
も
、
特
殊
な
事

情
の
た

め
に
極
端
に
高
い
数

値
を
示

す
も
の

（
「二
八
明
題
和
歌
集
」
「
明
題和
歌
全
集
」
「名
所
百
人

一
首
」
 

「名
所
女
百
人

一
首
」
）
や
極
端
に
低

い
数
値
を
示

す
も
の
（
「
勅
撰

名
所
和
歌
抄
出
」
「類
字
名
所
和
歌
集
」
）
を
除
く
と
、

十
七
世
紀
の

中
頃
を
境
と
し

て
、
割
合

の
変
化
に

二
つ
の
異
な
る
傾
向
を

認
め

う
る
よ

う
に
思
う
。

つ
ま
り
、

「歌
枕
名
寄
」
か
ら

「類
字
名
所

和
歌
集
抜
書
」
ま
で

は
、
割
合
が

ほ
ぼ
上
昇
す
る
傾
向
に

あ
る
と

み
て
よ

く
、

「松
葉
名
所
和
歌
集

」
以
後
は

逆
に

下
降
す
る
傾
向

に
あ
る
と
み
て

よ
い
。
 

ま
ず
、

『類
字
名
所
和
歌
集
抜
書

」
ま
で

の
時
期
に
割
合
が

上
 



昇
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
名
所

の
総
数
が
、

「歌
枕
名
寄
』
 の
職
箇
所
に

対
し

て
、
た
と
え
ば
 

「
方輿
勝
覧
集
』
で
は
卸
箇
所
ま
た
「
類
字
名
所
和
歌
集
抜
書
」
 

で
は
価
箇
所
と
、
か
な
り
の
差
違
の
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
当
然

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

現
象
は
次
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
も
の
と
思
う
。
近
世
初
期
の
連

歌
の
制
作
に

は
、
後
述
す
る
「
随
葉
集
」

の

m箇
所
や
「

竹
馬

集
」
の
瑠
箇
研
と
い
っ
た
く
ら
い
の
数
の
名
所
が
、
必
要
と
さ
れ

た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
北
朝
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期

に
か
け
て
、
和
歌
や
連
歌
を
詠
も
う
と
す
る
人
び
と
が
知
っ
て
お

く
べ
き
名
所
の
数
は
、
次
第
に
限
定
さ
れ
少
な
く
な
っ
て
い
く
傾

向
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
歌
枕

の
限
定
の
過
程
で
、

「内
裏
名
所
百
首
」
 の
名
所
に

つ
い
て
は
削

除
さ
れ
る
割
合
が
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
が
表

I
に
お
け
る
割
合
の
上
昇
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
も

の
と
思
う
。

い
い
か
え
れ
ば
、

『内
裏
名
所
百
首
』
 の
名
所
以
外

の
名
所
を
削
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
枕
の
限
定
の
過
程
が
進

行
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

一
方
、
「松
葉
名
所
和
歌
集
」
以
後
の
時

期
に
割
合
が
下
降
傾

向
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
 一
世
を
風
摩
し
た

貞
門
の
活
動
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
近
世
初
期
頃
 

3
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名 名 続名 松類類方勅名 勅 明 名 六名 歌新勅 二歌
所所松所葉字字輿撰所撰題所十所枕撰撰八枕

 

女百葉風名 名 名 勝名 和 名 和和 六和 歌名 明名

 

百 人集物所所所覧所歌所歌歌 ケ 歌 枕所題寄

 

人一 抄和和 和 集⑧和 集和全集 国抄 名 和 和

 

一首 歌歌歌 歌 歌集 和 出 寄歌歌

 

首 集集 集 要 抄 歌 要 集

 

抜 抄 出 抄

 

書 抽

 

書 

書 

名 

貞 貞 延万万寛元慶慶未永文未未未未14 貞 貞 延
享 享宝 治治永和 長長詳正安詳詳詳詳世治 和 元
三 三 二 三 三 八 三 十 五 。 三 四 。 。 。 。紀 二 五 元
年年年年年年年六年室年年14 14 14 14 頃年 年年
刊 刊 刊 以刊刊、、ノ年以 町ー以世世世世、ー以 以以 
、ノーー後、、ノー 以前期 後紀紀紀紀 前 前前 

ー 前、ンか ーか か か か 、ノ一、ーノ

 

年 

代⑦ 

98 98 1552 2466 2371 445 869 347駒9 385 826 76 302 68 630 376 1276 1210 75 1888 (1)  

46 44 88 97 96 90 95 95 90 85 98 29 92 18 90 75 93 95 30 95 (2)  

46.9 44.9 5.7 3.9 4.0 20.2 10.9 27.4 16.1認.1 11.938.230.526.514.319.97.37.9 40.0 5.0 (3)  

表

I
 
*
数
値
を
示
し
た
も
の
の
う
ち
、
①
は
名
所
の
総
数
、
②
は

「
内

裏
名
所
百
首
」
に

一
致
す
る
名
所
の
数
、
⑧
は
①
に
対
し
て
②
の

占
め
る
割
合

（%
）
で
、
小
数
点
以
下
第
二
位
を
四
捨
五
入
し
た
。
 



の
俳
人
や
そ
の
著
作
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
松
永
貞
徳
の
影
響
が

み
ら
れ
る
と
い
う
が
、
作
者
未
詳
の
『
名
所
風
物
抄
』
は
と
も
あ

れ
、
『松
葉
名
所
和
歌
集
」
と
「
続
松
葉
集
」
は
と
も
に
貞
徳
の

門
人
で
あ
る
内
海

（
六
字
堂）
宗
恵
の
編
著
で
、
宗
恵
は
、

「便
船

集
』
 や
「
俳
譜
類
船
集
』
を
編
み
貞
門
の
七
俳
仙
と
称
さ
れ
る
高

瀬
梅
盛
と
も
親
し
く
交
際
し
て
い
た
と
い
う
。
名
所
の
総
数
に
注

目
す
る
と
、
「松
葉
名
所
和
歌
集
』
 の
肌
箇
所
に
比
べ
て
『
続
松

葉
集
」
は
風
箇
所
と
や
や
減
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
「
松

葉
名
所
和
歌
集
』
が
「
万
葉
集
」
や
二
十
一
代
集
か
ら
名
所
和
歌

を
集
録
し
た
の
に
対
し
て
、
「続
松
葉
集
」
 は
自
詠

の
名
所
歌
を

編
集
し
た
と
い
う
、
性
格
上
の
差
違
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
か

も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「類
字
名
所
和
歌
集
抜
書
』
 の

価
箇
所
に
比
べ
れ
ば
、
両
方
と
も
そ
の
約
四
倍
、
あ
る
い
は
そ
れ

以
上
の
膨
大
な
名
所
の
総
数
で
あ
る
。
『内
裏
名
所
百
首
」
に

一

致
す
る
名
所
の
数
が
そ
れ
ほ
ど
増
え
て
い
な
い
の
に
、
名
所
の
総

数
が
大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
が
、
相
対
的
に
割
合
を
低
下
さ
せ
た

原
因
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
そ
う
し
た
名
所
の
総

数
の
増
加
に

つ
い
て
は
、
俳
譜
の
付
合
語
集
に
も
同
様
の
現
象
が

み
ら
れ
、
そ
の
背
景
に
名
所
を
ふ
く
む
見
出
し
語
数
の
激
増
と
い

う
事
態
が
う
か
が

い
う
る
よ
う
に
思
う
（
な
お
後
述
）
。こ
の
見
出

し
語
数
の
激
増
は
、
付
合
語
集
が
年
を
追
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
  

た
こ
と
、
貞
徳
の
い
う
「
俳
』
1
ロ
」
 の
範
囲
が
少
し
ず
つ
拡
大
さ
れ
 

3
8
 

⑩
 

て
い
っ
た
こ
と
と
関
連
す
る
も
の
と
考
・
え
ら
れて
い
る
よ
、つ
だ
。
 

と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
貞
門
の
内
部
事
情
に
よ
っ
て
見
出
し
語
の

総
数
が
激
増
し
た
こ
と
が
、
間
接
的
に
名
所
の
総
数
を
増
加
さ
せ
、
 

さ
ら
に
は
『
内
裏
名
所
百
首
』
に

一
致
す
る
名
所
の
割
合
を
低
下

さ
せ
た
も
の
と
、
ま
ず
は
み
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
 

と
も
あ
れ
、
以
上
の
よ
う
に
大
き
な
流
れ
を
把
握
し
た
う
え
で
、
 

以
下
、
割
合
が
極
端
に
高
い
も
の
、
極
端
に
低
い
も
の
に

つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

（イ
）
 
「内
裏
名
所
百
首
」
の
名
所
に

一
致
す
る
名
所

の
割

合
が
極
端
に
高
い
も
の
 

「
二八
明
題
和
歌
集
」
と
「
明
題
和
歌
全
集
」
と
は
一
応
表
I
 

に
入
れ
た
も
の
の
、
狭
義
の
名
所
歌
集
で
は
な
く
、
類
題
歌
集
で

あ
る
。
前
者
は
「
古
今
和
歌
集
」
か
ら
「
続
後
拾
遺
和
歌
集
」
ま

で
の
十
六
代
集
か
ら
選
歌
、
後
者
も
古
今
時
代
か
ら
室
町
期
に

い

た
る
和
歌
を
収
め
て
い
る
。
名
所

の
総
数
は
、
「歌
枕
名
寄
」
 の

鵬
箇
所
や
『
勅
撰
名
所
和
歌
要
抄
』
 の
如
箇
所
に
比
べ
る
と
、
前

者
で
 

7
5
 
箇
所
、
後

者
で
 

7
6
 

箇
所
と
、

い
ず
れ
も
百
箇
所
に
満
た
ず
、
 

き
わ
め
て
少
な
い
。
ち
な
み
に
、
両
者
の
数
値
が
ほ
ぼ

一
致
し
て

い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
「
明
題和
歌
全
集
」
 が

「二
八
明
題
和

歌
集
」
 の
該
当
個
所
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
こ
と
に
よ
 



る
も
の
の
よ
う
だ
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
名
所
和
歌
を
直
接
の
対

象
と
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
名
所
の
総
数
を
極
端
に
少
な

く
し
た
原
因
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
『
内
裏名
所
百

首
』
の
名
所
に

一
致
す
る
名
所
の
数
は
、
前
者
で
 3
0
 
箇
所
、
後
者

で
は
 2
9
 
箇
所
と
、
百
箇
所
の
三
分
の
ー
に
も
及
ん
で
い
な
い
。
そ

の
こ
と
か
ら
、
類
題
歌
集
と
い
う
性
格
が
名
所
の
総
数
を
制
限
し
、
 

結
果
と
し
て
『
内
裏
名
所
百
首
」
の
名
所
に

一
致
す
る
名
所
の
割

合
を
高
く
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
 

「名
所
百
人

一
前
」
と
『
名
所
女
百
人

一
首
」
と
で
あ
る
が
、
 

ま
ず
こ
の
二
書
は
版
行
の
年
月
、
板
元
が

一
致
し
て
お
り
、
 一
連

の
も
の
と
し
て
出
版
さ
れ
た
可
能
性
が
た
か
い
。
両
者
と
も
書
名

の
示
す
と
お
り
、
「百
人

一
首
」
 の
名
所
版
で
あ
る
。
前
者
の
序

 

文
に
は
 
「
是を
昌
留
多
に
作
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
『
百

 

⑩
 

人

一
首
」
 に
基
づ
い
た

「
か
る
た
」
が
作
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
 

そ
う
し
た
こ
と
も
関
わ

る
の
か
は

と
も
あ
れ
、
異
種
「
百
人

一

首
」
と
し
て
は
人
び
と
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
名
所
を
提
供
す
る
必
要

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
当
時
有
名
で
あ
っ
た
「
内
裏
名
所
百
首
」
 

の
名
所
を
多
く
取
り
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
つ
と
も
「
内

裏
名
所
百
首
』
に

一
致
す
る
名
所
の
数
自
体
は
、

『名
所
百
人

一

首
」
が
 

4
4
 
箇
所
、
『名
所
女
百
人

一
首

』
は
 

4
6
 

箇
所
で
、

『名
所
風

物
抄
』
 

の
 
9
7
 

箇
所
や
「
続
松
葉
集
』
 

の
 
8
8
 

箇
所
に
比
べ
る
と
そ
れ
  

ほ
ど
高
い
数
値
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
「百
人

一
首
」
と

い
う

設
定
が
名
所
の
総
数
を
限
定
し
、
結
果
的
に

『内
裏
名
所
百
首
」
 

の
名
所
に

一
致
す
る
名
所
の
割
合
を
極
端
に
高
く
し
た
も
の
と
考

え
て
よ
い
と
思
う
。
 

（
ロ
）
 
『
内裏
名
所
百
首
」

の
名
所
に

一
致
す
る
名
所
の
割

合
が
極
端
に
低
い
も
の

 

ま
ず
里
村
昌
琢
の
編
纂
し
た
「
類
字
名
所
和
歌
集
」
は
、
昌
琢

の
践
文
に
、
「
此
一
部
者
互
見
廿
一
代
集
数
多
之
本
而
抄
出
名
所

和
歌
也
唯
愚
暗
所
撰
恐
有
舛
謬
猶
後
見
之
輩
勿
悼
改
而
己
」
と
い

う
通
り
、
勅
撰
二
十
一
代
集
か
ら
名
所
和
歌
を
選
び
出
し
た
も
の

で
あ
る
。
つ
い
で
『
勅
撰
名
所
和
歌
抄
出
」
も
、
そ
の
名
の
示
す

よ
う
に
、

『万
葉
集
」
と
勅
撰
二
十
一
代
集
と
を
選
歌
対
象
の
主

体
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
い
ず
れ
も
名
所
の
総
数
が
膨
大
な

も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
『内
裏
名
所
百
首
」
 に

一
致
す

る
名
所
の
数
も
前
者

で
 
9
5
 

箇
所

ま
た
後
者
で
 

9
8
 

箇
所
と
、
決
し
て

少
な
く
な

い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
割
合
と
し

て
み
れ
ば
低
く

な
っ
て
い
る
の
も
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
 一

致
す
る
名
所
の
項
に
対
象
を
限
っ

て
、
そ
れ
ら
の
項
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
歌
の
な
か
に
、

『
内裏
名
所
百
首
』
所
収
歌
が
ど
れ
だ
け

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
み
る
と
、
 

『類
字
名
所
和
歌
集
」
で
は

翻

首
中
 

9
8
 

首

つ
ま
り
 

2
2
 

％
、

「勅
撰
 

3
9
 



表

I
 
（
①・
 

(2) 

・

⑧
は
、
表

I
に
準
ず
）
 

名
所
和
歌
抄
出
』
で
は
親
首
中
7
首
つ
ま
り
烏
％
と
、
ど
ち
ら
も

極
め
て
低
い
数
値
を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「類
字
名
所
和
歌

集
」
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
、
後
述
す
る
表

n
に
掲
げ
た
「
随
葉
集
」
 

で
は
姐
首
中
期
首

つ
ま
り

m
％
と
い
う
高
い
数
値
に
な
っ
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
差
違
も
、
「類
字
名
所
和
歌
集
」
や
「
勅
撰
名
所

和
歌
抄
出
』
が
、
主
に
勅
撰
集
や
『
万
葉
集
』
を
選
歌
の
対
象
と

し
て
い
て
、
『
内裏
名
所
百
首
』
 そ
れ
自
体
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
対
象
と
し
て
い
な
い
と
い
う
、
性
格
の
差
違
あ
る
い
は
編
集
意

図
の
差
違
と
い
っ
た
も
の
に
起
因
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
 

ロ
 
連
歌

・
俳
譜
の
寄
合
集
な
ど

 

上
の
表
且
に
お
い
て
、

「内
裏
名
所
百
首
』
 に

一
致
す
る
名
所

の
割
合

（
⑧
）
は
、
 一
見
す
る
と
表

I
と
同
様
に
か
な
り
変
動
が

あ
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
特
殊
な
事
情

の
た
め
に
極
端
に

高
い
数

値
を
示
す
も
の
（
「
和
歌
集
心
鉢
抄
抽
肝
要
」
「
連
歌
作
法」
 

「宗
長
連
歌
書
」
「
連
歌付
合
の
事
」
）
や
極
端
に低
い
数
値
を
示
す

も
の
（
「
兼
載名
所
方
角
和
歌
」
「宗
祇
名
所
和
歌
」
「語
林
名
所
考
」
）
 

を
除
く
と
、
こ
ち
ら
も
十
七
世
紀
の
中
頃
を
境
と
し
て
、
割
合
の

変
化
に
二
つ
の
異
な
る
傾
向
を
認
め
う
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ

ち
、
「連
珠
合
壁
集
』
か
ら
「
竹
馬
集
」
ま
で
は
、
割
合
が
ほ
ぼ

上
昇
す
る
傾
向
に

あ
る
と
み
て
よ
く
、
「初
本
結
』
以
後
は
反

対
 

4
0
 

名 俳 便 初 竹 せ 誇 随連 連 宗 兼 名 松 異 浅連 宗 連 連 和
所 譜 船 本 馬 わ 林 葉 歌 歌 祇載所緑本 茅 歌 長 歌 珠 歌

 

小 類 集 結 集焼 名 集 初 付 名 名 方 集 浅 寄 連作 合 集

 

鏡 船 草 所 学 合所 所 角 茅 合歌 法 壁 心

 

集 考 抄 の 和 方 抄 書 集 鉢

 

事歌角 抄

 

和 抽

 

歌 肝

 

要 

書 

名 

延 延 寛 寛 明 明 慶 寛 未 未 永 未 未 永 明 明 明 延長 文 応
宝 宝 文 文 暦 暦 安 永 詳 詳 禄 詳 詳 止 応 応 応 徳 早 明 永

 

年 年 年 年 刊 年 刊 刊 室 室 年 兼 宗 年 年 年 年 年 年 年 十 

『一一一ー 期 加前 者 者 俊 則 副 牛 
、ノ か か 、ノ か か 一 ー ー 以 

、ノー 、-ノ、ノ 後

 

年 

代 

662 547 388 342 158 81 593 124 45 33 444 343 464 217 184 187 192 30 21 316 48 (1)  

93 85 78 76 74 36 93 78 20 22 57 49 76 67 64 68 63 15 14 69 28 (2)  

14.0 15.5 25.8器.2 46.8 44.4 15.7 62.9 44.4 66.7 12.8 14.3 16.4 30.9 34.8 36.4 32.8 50.0 66.7 21.8 58.3 (3)  



に
下
降
す
る
傾
向
に
あ
る
と
み
て
よ
い
。
 

ま
ず
、

「竹
馬
集
」
ま
で
の

時
期
に
割
合
が

上
昇
傾
向
を

た

ど

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
表
I
の

名
所
歌
集
な
ど
に
み
ら
れ
た
の
と
同
様
の
現
象
を
う
か
が
い
う
る

よ
う
に
思
う
。
く
り
返
し
に
な
る
が
、
南
北
朝
時
代
か
ら
江
戸
時

代
初
期
に
か
け
て
、
和
歌
や
連
歌
の
享
受
者
た
ち
に
知
識
と
し
て

要
求
さ
れ
る
名
所
の
数
は
し
だ
い
に
減
少
し
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
 

そ
の
過
程
で
『
内
裏
名
所
百
首
」
 に

一
致
す
る
名
所
に

つ
い
て
は
、
 

減
ら
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
「内
裏
名
所
百
首
」
以
外

の

名
所
を
削
除
す
る
こ
と
で
、
歌
枕
の
限
定
の
過
程
が
進
行
し
た
と

い
う
見
方
が
こ
こ
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し

て
、
「
内
裏名
所
百
首
」

の
名
所
に

一
致
す
る
名
所
の
割
合
が

上

昇
し
た
も
の
と
み
な
し
う
る
。
名
所
歌
集
の
み
な
ら
ず
、
連
歌
の

寄
合
集
な
ど
に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
う
か
が
え
る
の

で
あ
る
。
 

一
方
、
『初
本
結
』
以
後

の
時
期
に
割
合
が
下
降
し
て
い
る
こ

と
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
も
前
述
の
よ
う
に
貞
門
と
の
関
わ
り
と
い

う
視
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
の
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
表
且
に

掲
げ
た
付
合
語
集

の
う
ち
、
最
も
成
立

の
早
い
の
は
「
せ
わ
焼

草
』
 で
あ
る
が
、
そ
の
著
者
の
鬼
藤
皆
虚
は
土
佐
の
俳
人
で
、
も

と
貞
徳
の
高
弟
で
あ
っ
た
野
々
ロ
立
圃
に
教
え
を
請
う
て
い
る
。
 
 

ま
た
、
池
田
是
誰
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
「
初
本
結
」
は
、
凡
例
に
 

「先
師
貞
徳
子
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

「便
船
集
」
お
よ

び

『俳
譜
類
船
集
」
は
、
前
述
の
立
圃
と
と
も
に
貞
門
の
七
俳
仙

と
称
さ
れ
る
高
瀬
梅
盛
の
著
作
で
あ
る
。
な
お
、
「名
所
小
鏡
」
 

に
つ
い
て
は
著
者
が
判
然
と
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
の
候
補
と

目
さ
れ
る
寺
田
重
徳
は
右
の
梅
盛
の
門
下
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
著

者
未
詳
の
も
の
は
と
も
か
く
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
付
合
語
集
が
直
接

間
接
に
貞
徳
と
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
付
合
語
集
に

お
い
て
、

「
内
裏名
所
百
首
」
 に
一
致

す
る
名
所
の
数
は
、

「初
本
結
』
 

の
 
7
6
 

箇
所
（
参
考
「
せ
わ
焼
草
」
 

3
6
 
箇
所
）
か
ら

『名
所
小
鏡
」
 

の
 
9
3
 

箇
所

へ
と
し
だ
い
に
増
加
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
名
所
の
総
数
が

「初
本
結
」
 

槻
箇
所
（
「
せ
わ

焼
草
」
 

8
1
 

箇
所
）
か
ら

『名
所
小
鏡
」
 聞
箇
所

へ

と
、
大
幅
に
増
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「内
裏
名
所
百
首
」
 に

一

致
す
る
名
所
の
数
そ
の
も
の
は
増
え
て
い
る
の
だ
が
、
名
所
の
総

数
が
そ
れ
を
上
回
っ
て
増
加
し
た
た
め
に
、
相
対
的
に
割
合
が
低

下
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
表
I
で
十
七
世
紀
中
頃

以
降
の
名
所
歌
集
に

つ
い
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
 

こ
の
江
戸
時
代
初
期
、
あ
る
い
は
そ
の
か
な
り
以
前
か
ら
、
名
所

歌
集
も
連
歌
を

つ
く
る
際
に
参
考
に
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
と

い
う
の
は
常
識
で
あ
ろ
う
。

つ
ま

り
、

名
所
歌
集
と
連
歌
・
俳
譜
 

4
1
 



の
寄
合
集
な
ど
に
は
重
な
る
部
分
も
多
く
、
そ
れ
で
似
た
よ
う
な

結
果
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
そ
う
し
た
名
所
の

総
数
の
増
加
は
、
付
合
語
集
の
見
出
し
語
総
数
の
増
加
と
相
関
関

係
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
『せ
わ
焼
草
」
 の
鵬
語
か
ら
、
「初
本

結
』
 の
職
語
、
「
便
船
集」
の
取
語
、
『俳
譜
類
船
集
」
の
m
余
語

へ
、
と
い
う
見
出
し
語
の
総
数
の
増
加
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
貞
門
の
内
部
事
情
と
か
ら
め
て
考
察
す
べ
き
問
題
で
あ
る
ら
し

い
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
そ
の
よ
う
な
見
出
し
語
総
数
の
増
加
が
、
 

こ
れ
ら
の
付
合
語
集
に
お
い
て
『
内
裏
名
所
百
首
」
 に

一
致
す
る

名
所
の
割
合
を
引
き
下
げ
た
遠
因
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

な
お
、
こ
こ
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
目
新
し
い
名
所
の
増
加

 

と
い
う
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に

一
部
の
も
の
に
関

 

⑩
 

し
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、

「歌
枕
名
寄
」
と
ど

の
程
度
一

 

致
し

て
い
る
の
か
を
見
る
と
、
『名
所
方
角
抄
』
 あ
た
り
か
ら
、
 

『歌
枕
名
寄
』
 に

一
致
し
な
い
名
所
の
数
が
急
増
し
て
い
る
。
そ

の
数
の
多
い
の
が
、

「名
所
方

角
抄
』
「
兼
載
名
所
方

角
和
歌
」
 

「宗
祇
名
所
和
歌
」
、
そ
れ
に
『
初
本
結
」
「
便
船
集
』
『
俳
譜
類

船
集
』
 で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
『
内裏
名
所
百
首
」
に

一
致
す
る

名
所
の
割
合
が
上
昇
傾
向
に
あ
っ

た
時
期
に
極
端
に
割
合
が
低

か
っ
た
も
の
お
よ
び
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
、
割
合
が
下
降
傾
向

に
あ
っ
た
時
期
の
も
の
と

の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
  

ま
り
、

こ
れ
ら
の
寄
合
集
、

付
合
語
集
な
ど

に
お
い
て
、

「内
裏
 
4
2
 

名
所
百
首
」
 に
一
致
す
る
名
所
の
割
合
を
低
下
さ
せ
た
原
因
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
「歌
枕
名
寄
」
 に
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
名
所
の
増

加
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
名
所
の
な
か

に
は
、
単
な
る
誤
写
と
認
め
ら
れ
る
も
の
や
所
在
地
の
国
名
が
異

な
っ
て
い
る
程
度

の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
「歌
枕

名
寄
」
 に
は
同
名
の
も
の
を
全
く
見
出
し
え
な
い
と
い
う
名
所
も

少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
室
町
時
代
も
中
期
に
な
る

と
、
伝
統
的
な
歌
枕
の
世
界
か
ら
は
み
出
す
よ
う
な
名
所
が
多
く

生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
て
よ
く
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の

時
期
に
人
び
と
の
歌
枕
に

つ
い
て
の
考
え
方
に
何
ら
か
の
変
化
が

起
こ
り

つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
う
る
よ
う
に
思
う
（
な
お
後
述
）
。
 

と
も
あ
れ
、
以
上
の
よ
う
な
大
き
な
流
れ
を
ひ
と
ま
ず
把
握
し

た
う
え
で
、
先
述
の
割
合
が
極
端
に
高
い
も
の
、
極
端
に
低
い
も

の
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

（イ
）
 
『内
裏
名
所
百
首
」
 の
名
所
に

一
致
す
る
名
所
の
割

合
が
極
端
に
高
い
も
の

 

ま
ず
、

「和
歌
集
心
鉢

抄
抽

肝
要
」
 に
つ
い
て
は
、

下
冊
の
 

「常
ニ
可
レ
要名
所
」
 の
項
を
考
察
の
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
 

そ
こ
に
記
さ
れ
た
名
所
は

わ
ず
か
 

4
8
 

箇
所
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
末

尾
に
は

「
此等
者
万
葉
以
来
本
歌
証
歌

ニ
用
付
為
名
所
也
此
外
 



細
々
ノ
名
所
不
可
好
」
と
い
う
、
初
心
者
向
け
の
注
意
書
き
め
い

た
も
の
が
付
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
で
『
連
歌
作
法
』
 に
つ
い
て
は
、
 

対
象
と
し
た

「
毎座
出
来
名
所
寄
合
少
々
」
の
項
に
掲
げ
ら
れ
た

名
所
は
さ
ら
に
少
な
く
て
、
総
数
 1
9
 
箇
所
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら

の
名
所
は
山
城
・
大
和
・
摂
津
・
近
江
の
四
ケ
国
の
も
の
に
限
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
都
と
そ
の
周
辺
の
国
々
の
名
所
が
と
り
わ

け
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
た
た
め
に
、
多
く
の
名
所
の
な
か
か
ら
特

に
そ
れ
ら
四
ケ
国
の
名
所
を
「
毎
座
出
来
」
す
る
も
の
と
し
て
選

ん
だ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

「宗
長
連
歌
書
」
 に
つ
い

て
は
、
こ
れ
も
名
所
の
総
数
が
わ
ず
か
 3
0
 
箇
所
で
あ
っ
て
、
宗
長

の
序
文
に
次

の
よ
う
に
み
え
る
。
 

伊
勢
山
田
に
や
す
ら
ひ
侍
る
あ
ひ
た
わ
か
き
人
々
旅
宿
の
な

く
さ
め
と
て
来
り
て
物
語
し
侍
る
次
に
都
の
連
歌
の
時
々
に

う
つ
り
か
わ
る
会
席
の
さ
ま
尋
侍
る
中
に
よ
は
ひ
は
た
ち
は

か
り
に
お
ほ
え
た
り
侍
候
て
い
ま
た
ゆ
ひ
を
た
に
を
り
も
あ

へ
ぬ
初
心
の
連
歌
の
よ
り
あ
ひ
と
は
い
か
や
う
の
こ
と
に
か

と
あ
り
し
か
は
い
つ
れ
を
そ
れ
と
こ
た
へ
侍
ら
ん
事
な
ら
ね

は
春
夏
秋
冬
恋
雑
の
句
の
付
や
う
を
大
か
た
の
や
う
に
語
り

侍
れ
は
さ
ら
は
か
き
つ
け
侍
ら
ん
な
と
し
カ
て
の
あ
や
に
く

い
な
ひ
か
た
く
な
り
て
し
る
し
付
ぬ
る
こ
と
に
な
り
ぬ
 

「
い
ま
だ
指
を
だ
に
折
り
も
あ

へ
ぬ
初
心
」
 の
者
（
同
系
統
の
 

「宗
長
歌
話
」
で
は

「
よ
は
ひは
た
ち
に
多
た
り
侍
ら
で
、
い
ま
だ
ゆ
び

を
だ
に
折
も
あ
へ
ぬ
初
心
の
人
」
）
の
た
め
に
著
さ
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
。
最
後
に

『連
歌
付
合
の
事
」
 に
つ
い
て
は
、
「
連
珠
合

 

壁
集
』
な
ど
と
比
べ
て
内
容
的
に
易
し
く
、
中
世
に
お
け
る
よ
り
 

@
 

一
般
的
・
通
俗
的
な
寄
合
集
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
対
象
と
し
た

 

名
所
部
に
み
え
る

名
所
は
 

3
3
 

箇
所
と
や
は
り
極
め
て
少
な
い
。
 

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
四
書
は
い
ず
れ
も
名
所
の
総
数
が
き
わ

め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
初
心
者
の
た
め
に
著
し
た
こ
と
を
明
記
す

る
場
合
も
あ
っ
て
、
連
歌
学
書
と
し

て
は
（
部
分
的
に
し
ろ
）
み

な
初
歩
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
連

歌
制
作
の
う
え
で
最
も
基
本
的
な
名
所
の
み
を
掲
げ
て
い
る
、
い

わ
ば
初
心
者
向
け
の
連
歌
学
書
が
、
室
町
時
代
の
文
化
の
拡
大
の

な
か
で
要
求
さ
れ
、
要
求
に
そ
っ
て
著
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
そ
の
ま
ま
連
歌
（
伝
統
的
な
和
歌
の
世
界
と
の
関
連
が
よ
り
緊
密

な
、
広
い
意
味
で
の
有
心
連
歌
）
の
享
受
者
層
の
広
が
り
と
総
体
的

な
レ
ヴ
ェ
ル
の
低
下
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
究
極

的
に
は
そ
う
し
た
レ
ヴ
ェ
ル
の
低
下
が
、
歌
枕
の
限
定
さ
れ
て
ゆ

く
過
程
を
も
た
ら
し
促
進
し
た
原
動
力
と
も
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
よ

う
な
初
心
者
向
け

の
連
歌
学
書
に

お
い
て
も
、

「内
裏
名
所

百

首
』
 の
名
所
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
そ
れ
ら
に
占
め
る
 
4
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割
合
の
点
で
は
、
む
し
ろ
大
幅
に
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
は
、
当
時
「
内
裏
名
所
百
首
」
が
、
名
所
の
和
歌
や
連

歌
を
学
ぶ
う
え
で
最
も
基
本
的
な
名
所
歌
集

の
ひ
と
つ
と
み
な
さ

れ
て
い
た
と
す
る
、
さ
き
の
推
定
を
別
の
が
わ
か
ら
補
強
す
る
も

の
で
あ
る
だ
ろ
、っ
。
 

ま
た
、
「
内裏
名
所
百
首
』
 や
そ
の
抄
出
本
が
連
歌
師
を
通
じ

て
初
心
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
う
し

た
享
受
者
層
と
、
右
の
連
歌
学
書
の
享
受
者
層
と
は
重
な
り
合
う

も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
「内

裏
名
所
百
首
』
の
流
布
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
歌
枕
の
限
定
さ

れ
て
ゆ
く
過
程
を
も
た
ら
し
促
進
し
た
と
言
お
う
と
す
る
の
で
は

な
い
。
け
れ
ど
も
、
「内
裏
名
所
百
首
」
の
抄
出
本
の
よ
う
な
簡

便
な
テ
キ

ス
ト
と
、
そ
の
享
受
者
層
と
が
、
歌
枕
の
限
定
さ
れ
て

ゆ
く
過
程
を
支
え

て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
と
み
て
誤
ら
な
い
よ
う

に
思
う
。
 

（
ロ
）
 
『内
裏
名
所
百
首
」
の
名
所
に

一
致
す
る
名
所
の
割

合
が
極
端
に
低
い
も
の
 

「語
林
名
所
考
」
に

つ
い
て
は
、
『内
裏
名
所
百
首
」
に

一
致

す
る
名
所
の
数
そ
の

も
の
は
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箇
所
と
か
な
り
多
い
。
そ
の
序
に

は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
 

連
歌
付
合
に
可
採
用
名
所
今
こ
、
に
書
出
所
凡
六
百
所
に
及
  

へ
り
此
内
常
に
取
あ
つ
か
ふ
所
は
三
百
所
に
も
及
ふ
へ
か
ら
 
4
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し
ロ
然
自
然
之
時

の
用
意
又
は
古
き
千
句
な
と
に
み
え
来
れ

 

る
名
所
等
其
国
所
を
も
知
へ
か
ら
ん
た
め
に
少
耳
と
を
き
を

 

も
あ
ら
か
し
め
か
き
出
侍
り
ぬ

 

連
歌
に
常
に
用
い
ら
れ
る
名
所
が
翻
箇
所
に
及
ば
な
い
こ
と
を

 

右
か
ら
も
確
認
し
う
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
「
少
耳
と
を
き
名
所
」
 

を
も
収
集
し
て
、
脚
箇
所
ほ
ど
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
序
か
ら

 

明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
少
耳
と
を
き
名
所
」
 つ
ま
り
あ
ま
り
用
い

 

ら
れ
な
い
名
所
を
少
な
か
ら
ず
収
め
た
こ
と
が
、
名
所
の
総
数
を

 

増
加
さ
せ
、

「内
裏
名
所
百
首
」
に

一
致
す
る
名
所
の
割
合
を
相

 

対
的
に
減
少
さ
せ
た
も
の
と
考
え
う
る
。
 

残
る
「
兼
載
名
所
方
角
和
歌
」
と
『
宗
祇
名
所
和
歌
」
と
に

つ

 

い
て
は
、
『
歌枕
名
寄
」
 に
一
致
し
な
い
名
所
が
多
く
み
ら
れ

る

 

も
の
を
検
討
す
る
な
か
で
取
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。
 

（
ハ
）
 「歌
枕
名
寄
」
 に

一
致
し
な
い
名
所
が
多
く
み
ら
れ

 

る
も
の

 

結
論
か
ら

い
え
ば
、

『
歌枕
名
寄
』
 に

一
致
し
な
い
名
所
と
は
、
 

伝
統
的
な
歌
枕
の
世
界
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
名
所
と
い
っ

て
も

 

よ
く
、
そ
う
し
た
名
所
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
歌

 

枕
観
も
し
く
は
名
所
観
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
変
化
し

つ
つ

 

あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
と
思
う
。
 



そ
の
は
や
い
例
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
宗
祇
の
著
作
か

と
さ
れ
る
「
名
所
方
角
抄
」
 が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
『歌

枕
名
寄
」
 に

一
致
し
な
い
名
所
が
 4
7
 
箇
所
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ

の
う
ち
の
例
え
ば
、
 

雌
鴎
鵬
知

概

m
瀞
 
二
所
に
有
何
れ
も
東
近
江
也
粟
津
の

向
也
打
出
よ
り
乗
船
し
て
渡
は
ち
か
し
矢
橋
の
渡
り
は
五

十
町
は
か
り
也

（
下
略
）
 

右
の
 
「
山
田
渡
」
 「
矢橋
の
渡
」
と
い
う
二
箇
所
の
名
所
は
、
 

『
太平
記
」
 の
 「
或漫
々
タ
ル
湖
上

ニ
、
山
田

・
矢
早
瀬
ノ
渡
船

ノ
悼
ス
人
モ
ア
リ
」
（
巻
第
三十
一
 「
八幡
合
戦
事
」
）と
い
う
記
述

に
基
づ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

こ
れ
な
ど
は
、
そ
の
こ
ろ
『
太

平
記
」
が
広
く
流
布
し
た
状
況
を
反
映
し
て
出
現
し
た
、
新
し

い

名
所
と
み
な
し
う
る
。
ま
た

「名
所
方
角
抄
』
に
は
、
「
内
浦
浜
」
 

「川
上
」
 な
ど

の
西
国

の
名
所
と
と

も
に
、
「篠
の
隈
」
「
滋
野

井
」
 「塩
竃
」
と

い
う
よ
う
な
山
城
の
名
所
も
増
加
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
れ
は
、
都
と
地
方
と
の
あ
い
だ
の
往
来
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
都
の
人
び
と
に
対
し
て
地
方
の
、
ま
た
地
方
の
人
び

と
に
対
し
て
都
の
名
所
を
紹
介
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
現
象
と
し
て
興
味
ぶ
か
い
。
こ
と
に
後
者
は
貞
門
の
俳

譜
付
合
語
集
に
受
け
継
が
れ
た
よ
う
で
、
な
か
で
も
、
「せ
わ
焼

草
」
の

「
極
誹
 
清
水
 
劃
峨
 
競
山
 
概
塊
等
の
名
所
皆
都
ノ
  

東
也
」
と

い
う
記
事
や
、
「俳
譜
類
船
集
」
に

み
え
る
 
「
二
条
」
 

「
五
条
」
「
九条
」
「
栂
尾
」
と
い
っ
た
名
所
か
ら
は
、
地
方
か
ら

上
洛
し
た
人
が
参
詣
し
た
り
見
物
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
と
い
う
新

し
い
名
所
が
、
そ
し
て
新
し

い
名
所
観
が
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
こ
と
を
う
か
が

い
う
る
。
 

『名
所
方
角
抄
』
 に
つ
い
て
、
こ
こ
で
さ
ら
に
指
摘
し
て
お
き

た
い
の
は
、
「神
泉
苑
」
「
御
神
前
」
と
い
っ
た
、
歌
に
詠
み
込
め

そ
う
に
な
い
も
の
を
も
名
所
と
し

て
掲
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん

『歌
枕
名
寄
」
 に
も
、
「
発
心
門
（
心
を
お
こ
す
門
）
」
 

た
つ
の
 

「
龍
門」
な
ど
と
同
様
の
名
所
が
み
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
け

れ
ど
も
重
要
な
こ
と
は
、
「歌
枕
名
寄
」
が
そ
れ
ら
の
名
所
を
詠

み
込
ん
だ
歌
（
訓
み
下
し
な
ど
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
）
を
少
な
く

と
も
一
首
は
掲
げ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
「名
所
方
角
抄
」
 は
歌

を
掲
げ
る
こ
と
を
せ
ず
、
そ
れ
ら
の
名
所
の
方
角
や
地
形

の
み
を

記
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『名
所
方

角
抄
」
に

い
う
名
所
は
、
必
ず
し
も
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
掲
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
「名
所
方
角
抄
」
に
示
さ
れ
て
い
る
名
所
観
は
、
歌
に
詠

ま
れ
た
地
名
を
歌
枕
と
み
名
所
と
す
る
従
来
の
名
所
観
か
ら
は
、
 

少
々
隔
た
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
関
連
し

て
重
ね
て
指
摘
し
て
お
き
た

い
の
は
、
「名
所
方
角
 
4
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抄
」
に
、
 

は
く
は
の
せ
ち
え

 

白
馬
節
会
 
正
月
七
日
の
夜
也
主
上
出
御
之
時
は
清
涼
殿
よ

り
紫
農
殿

へ
荒
簾
を
敷
渡
さ
る
、
也

 

こ
の
よ
う
な
有
職
故
実
な
ど
の
雑
知
識
め
い
た
項
目
が
、
名
所

の
項
目
に
ま
じ
っ
て
散
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
時
期

に
、
名
所
集
の
一
部
の
も
の
が
、
単
に
歌
を
詠
む
た
め
だ
け
に
読

む
書
物
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
 

さ
て
、
『内
裏
名
所
百
首
」
に

一
致
す
る
名
所
の
数
が
極
端
に

低
い
も
の
で
も
あ
る
「
兼
載
名
所
方
角
和
歌
」
と
「
宗
祇
名
所
和

歌
』
と
に
も
、
右
と
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
前
者
に

つ
い
て

は
、
「平
家
物
語
」
 や
謡
曲
で
知
ら
れ
る
 
「藤
戸
の
渡

り
」
、
「源

平
盛
衰
記
」
 ほ
か
所
収
の
袈
裟
御
前
の
悲
話
に
基
づ

い
た
と
思
わ

れ
る
「
恋
塚
」
、
そ
れ
に

「う
き
獄
」
「
ゅ
る
き
の
森
」
な
ど
の
西

国
の
名
所
や
「
岩
本
の
森
」
 「
時
雨
野
」
な
ど

の
山
城
の
名
所
が

み
え
、
後
者
に

つ
い
て
も
、
「藤
戸
」
ま
た
山
城

の
 「
長
坂
」
と

い
っ
た
名
所
が
み
え
る
。
 

こ
う
し
た
新
し

い
名
所
は
、

「
兼載
名
所
方
角
和
歌
」
で
は
、
 

醐
箇
所

つ
ま
り
名
所
の
総
数

の
嫡
％
を
も
占
め
、
「宗
祇
名
所
和

歌
」
 
で
は
 

8
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箇
所
つ
ま
り
踊
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
こ
で
仮
に
、
 

両
者
の
「
歌
枕
名
寄
」
 に

一
致
す
る
名
所
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
  

の
「
内
裏
名
所
百
首
」
に

一
致
す
る
名
所
の
数
が
占
め
る
割
合
を
 

4
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求
め
る
と
、
「
兼
載名
所
方
角
和
歌
」
で
は

蹴
箇
所
の

う
ち
 

4
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箇

所
つ
ま
り
脚
％
、

「宗
祇
名
所
和
歌
」
 で
は
説
箇
所

の

う
ち
 

5
7
 

箇

所

つ
ま
り
町
％
に
な
る
。
『
兼
載名
所
方
角
和
歌
」
 の
柳
％
は
、
 

た
と
え
ば

「
連
珠
合壁
集
」
 の
鵬
％
（
右
と
同
様
に
試
算
し
て
も
、
 

皿
箇
所
の

う
ち
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箇
所
っ
ま
り
m
%
）を
超
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
 

「
兼
載名
所
方
角
和
歌
」
の
伝
統
的
な
歌
枕
の
部
分
に
お
い
て
は
、
 

「内
裏
名
所
百
首
」
に
み
え
る
名
所
の
占
め
る
割
合
は
、
そ
れ
ほ

ど
低
い
も
の
で
は
な

い
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
『兼
載
名
所
方
角
和
歌
』
な
ど
に
お
い
て
、
『内
裏
名
所
百

首
」
 に

一
致
す
る
名
所
の
割
合
が
極
端
に
低
く
な
っ
て
い
る
理
由

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
新
し

い
名
所
が
多
く
増
加
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
 

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
名
所
の
総
数
は
膨
張
し
、
逆
に
割

合
は
減
少
す
る
は
ず
で
あ
る
 

が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
そ
こ

に
は
、
人
び
と
の
名
所
観
が
次
第
に
変
化
し

つ
つ
あ
っ
た
と
い
う

当
時
の
状
況
が
存
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
 

三
 

「内
裏
名
所
百
首
」
 に
み
え
る
名
所
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
 

「
内
裏名
所
百
首
」
独
自
の
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
百

箇
所
の
な
か
に

は
、
「内
裏
名
所
百
首
」
よ
り
も
む
し

ろ
「
古
今
 



和
歌
集
」
や
「
源
氏
物
語
」
な
ど
の
王
朝
古
典
を
通
じ
て
、
人
口

に
謄
灸
し
た
名
所
も
少
な
く
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
前
章
に
お
い
て
試
み
た
よ
う
な
考
察
に
は
、
い
さ
さ
か

無
理
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
む
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ

で
、
前
章
で
取
り
あ
げ
た
寄
合
集
な
ど
に
対
し
て
「
内
裏
名
所
百

首
」
が
直
接
的
に
影
響
を
与
え
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
例
を
提
示

し
て
お
く
の
が
、
順
当
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
 

た
と
え
ば
室
町
時
代
の
連
歌
寄
合
集
を
み
る
と
、
『内
裏
名
所

百
首
」
 の
抄
出
本
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
寄
合
が
み
え
る

の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
「連
珠
合
壁
集
』
 に
記
さ
れ
て

い
る
 
「
琴ー
 
ー
関
の
わ
ら
屋
」
と
い
う
寄
合
に

つ
い
て
検
討
し
て

み
る
。
ま
ず
は

『連
珠
合
壁
集
」
の
該
当
部
分
を
掲
出
し
て
お
く

こ
と
と
す
る
（
以
下
、
傍
線
は
わ
た
く
し
に
付
す
）
。
 

琴
ト
ア
ラ
バ
、
 

か
き
な
す
 
引
 
手
な
れ
 
松
風
 
秋
の
し
ら
べ
 
春
の

し
ら
べ
 
ひ
ざ
の
上
 
し
た
ひ
 
岩
こ
す
浪
 
星
の
手
向

わ
び
人
 
な
げ
き
く
は

、
る
 
関
の
わ
ら
屋
 
枕
に
す

る
 

こ
れ
に
関
連
し
て
興
味
ぶ
か
い
の
は
、
宗
祇
門
下

の
恵
俊
と
い

う
連
歌
師
が
明
応
三
（
一
四
九
四
）
年
に
著
し
た
と

い
う
「
連
歌

寄
合
」
（前
掲
）
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

わ
ら
や
に
、
相
坂
。
蝉
丸
、
相
坂
の
わ
ら
や
に
住
し
事
也
。
 

相
坂
や
関
の
わ
ら
や
の
琴
の
音
は
ふ
か
き
梢
の
松
風
ぞ
ふ
く

 

蝉
丸
は
、
琵
琶
・
琴
両
種
共
に
弾
給
ひ
し
と
也
。
 

わ
ら
屋
に
、
宮
を
付
も
蝉
丸
の
歌
な
れ
ば
同
事
也
。
 

世
中
は
と
て
も
か
く
て
も
有
ぬ
べ
し
宮
も
わ
ら
や
も
は
て
し

 

な
け
れ
ば

（下
略
）
 

問
題
の
 
「
関
の
わ
ら
や
」
と
 
「
琴
」
と
い
う
ふ
た

つ
の
こ
と
ば

 

を
含
ん
だ
 
「相
坂
や
」
と
い
う
歌
が
み
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
さ

 

き
の
「
連
珠
合
壁
集
」
 の
「
琴
ー
関

の
わ
ら
屋
」
と
い
う
寄
合

 

は
、
こ
の
 
「相
坂
や
」
と
い
う
歌
に
基
づ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

 

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
藤
原
家
隆
が

「
会坂
関
」
を
題
に

 

詠
ん
だ
歌
で
「
内
裏
名
所
百
首
」
 に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
 

諸
本
の
あ
い
だ
で
第
二
句
に
異
同
が
み
ら
れ
る
。
群
書
類
従
本
で

 

は
、
 あ

ふ
坂
の
関
の
庵
の
琴
の
音
は
ふ
か
き
梢
の
松
か
せ
そ
ふ
く

 

第
二
句
が
 
「
関
の
庵
の
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
調
査
し
え
た
 

『内
裏
名
所
百
首
」
の
諸
本
の
う
ち
で
は
、
歌
数
千
二
百
首
の
も

 

の
の
伝
本
の
す
べ
て
と
、
四
百
首
の
抄
出
本
、
お
よ
び
三
百
首
の

 

抄
出
本
の
大
部
分
の
伝
本
が
そ
れ
に

一
致
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
 

家
隆

の
家
集
（
久
保
田
淳
編
著
「
藤
原
家
隆
集
と
そ
の
研
究
」
）
や
 

「歌
枕
名
寄
」

・
 「
夫木
和
歌
抄
」
（
山
田清
市
・
小
鹿
野
茂
次
著
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「作
者
分
類
夫
木
和
歌
抄
」
本
文
篇
）
 ・
 「六
家
抄
」
（
中
世
の
文
学
 

8
）
な
ど
も
、
第
二
句
を
 
「関
の
庵
の
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
三
百
首
の
抄
出
本

の
う
ち
の
一
部
の
も
の
、
た
と
え
ば

連
歌
師
寿
慶
筆
と
伝
え
る
福
井
県
立
図
書
館
松
平
文
庫
蔵

「
内
裏

名
所
百
首
」
 で
は
、
 

相
坂
の
関
の
わ
ら
や
の
琴
の
音
は
ふ
か
き
梢
の
松
風
そ
ふ
く

こ
の
よ
う
に
第
二
句
が

「
関
の
わ
ら
や
の
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
 

こ
れ
に
は
刈
谷
市
立
図

書
館
村
上

文
庫
蔵
「
内

裏
百
首
和
歌
」
 

（前
掲
）
・
尊
経
閣
文
庫
蔵
「
於
内
裏

名
所
三
百
首
」

・
刊
年
不

明
整
版
本

「
於内
裏
名
所
百
首
合
三
百
首
建
保
「
犀
」
・
広
島
大

学
国
語
学
国
文
学
研
究
室
蔵
「
名
所
三
百
和
歌
」
（
注釈
書
）
・
岩

国
徴
古
館
蔵
「
大
裏
名
所
三
百
首
」
（注
釈
書
）
と
い
っ
た
少
数
の

伝
本

の
み
が

一
致
し
て
い
る
。
宮
城
県
立
図

書
館
伊
達
文
庫
蔵
 

「名
所
三
百
首
」
（
注
釈
書
）
は
「
関
の
わ
ら
や
に
」
と
記
し
、
 一

字
異
な
る
も
の
の
、
系
統
は
ほ
ぼ
同
じ
と
み
て
よ
い
。
福
井
県
立

図
書
館
松
平
文
庫
蔵
本
の
み
な
ら
ず
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
刈

谷
市
立
図
書
館
村
上
文
庫
蔵
本
に
は

「宗
祇
名
所
和
歌
』
が
付
載

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
広
島
大
学
国
語

学
国
文
学

研
究
室
蔵
本

は
 

「右
註
書
宗
祇
公
江
受
師
説
門
弟
子
書
写
畢
其
後
宗
長
在
判
之
可

秘
也
」
と
い
う
識
語
を
有
し
て
い
る
な
ど
、
こ
れ
ら
の
伝
本
に
は
、
 

連
歌
師
と
密
接
な
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
徴
証
が
多
く
  

み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
さ
き
の
「
連
歌
寄
合
」
 に
み
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え
る
歌
や
『
連
珠
合
壁
集
』
 の

「琴
 

関
の
わ
ら
屋
」
と
い
う

寄
合
は
、
福
井
県
立
図
書

館
松
平
文
庫
蔵
本

の
よ
う
な
、

「内
裏

名
所
百
首
』
の
砂
出
本
の
一
部
の
も
の
に
基
づ
い
た
も
の
と
み
て

誤
ら
な
い
と
思
う
。
 

わ
ず
か

一
例
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
三
百

首
の
抄
出
本
が
室
町
時
代
の
連
歌
師
た
ち
お
よ
び
彼
ら
の
周
辺
で

享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
の
歌
枕
に

つ
い
て
の
知
識

や
考
え
方
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
思
う
。
 

す
な
わ
ち
、
『内
裏
名
所
百
首
」
は
彼
ら

の
歌
枕
観
を
左
右
し

て

い
た
と
み
て
よ
く
、
前
章
に
お
い
て
考
察
の
対
象
と
し
た
寄
合
集

や
名
所
歌
集
な
ど

の
多
く
も
、
彼
ら
と
同
様
の
人
び
と
が
、
あ
る

い
は
著
者
と
な
り
享
受
者
と
な
っ
て
関
与
し
て
い
た
も
の
な
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん

個
々
の
歌
枕
に

つ
い
て
は
、

「内
裏
名
所
百

首
」
を

い
っ
た
ん
離
れ
て
、
彼
ら
の
知
識
の
あ
り
か
た
を
細
か
に

探
っ
て
ゆ
く
必
要
の
あ
る
場
合
が
多
い
と
思
う
。
け
れ
ど
も
、
歌

枕
観
の
総
体
的
な
流
れ
を
観
察
す
る
場
合
に
は
、

『内
裏
名
所
百

首
』
 が
最
も
重
要
な
分
析
の
プ
リ
ズ
ム
の
ひ
と
つ
と
な
る
こ
と
は
、
 

納
得
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
う
。
 



む
 
す
 
び

 

歌
枕
の
固
定
化
そ
し
て
名
所
観
の
変
化
と
、
室
町
時
代
か
ら
江

戸
時
代
初
期
に
か
け

て
、
歌
枕
の
世
界
は
大
き
く
変
わ
り

つ
つ

あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
小
論
は
、
そ
の
よ
う
な
お
お
き
な
流
れ
を
 

「
内裏
名
所
百
首
」
 の
享
受
を
通
し
て
眺
め
た
も
の
で
あ
る
。
く

り
返
し
て
い
う
が
、
こ
こ
で
は

「内
裏
名
所
百
首
」
が
そ
う
し
た

時
代
的
変
化
の
原
動
力
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し

て
な
い
。
た
だ
、
「内
裏
名
所
百
首
」
 の
抄
出
本
の
よ
う
な
簡
便

な
テ
キ
ス
ト
と
そ
の
享
受
者
層
と
が
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
を
支
え

て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
と
思
う
の
で
あ
り
、
流
れ
の
表
層
か
ら
だ

け
で
は
見
え
な
い
、
い
わ
ば
底
流
を
試
掘
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
 

歌
枕
研
究
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

い
ま
ま
で
数
多
く
の
優
れ
た

業
績
を
う
ん
で
き
た
。
た
だ
し
従
来
の
研
究
の
多
く
は
、
そ
の
対

象
を
、
歌
枕
の
形
成
・
定
着
過
程
に
限
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
わ
た
く
し
た
ち
を
規
制
し
て
い
る
の
は
、
 

そ
の
後
の
時
期
に
変
容
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
も
の
か
ら
は
多
か
れ

少
な
か
れ
変
化
し
て
し
ま
っ
た
歌
枕
観
・
名
所
観
で
は
あ
る
ま
い

か
。
歌
枕
に

つ
い
て
研
究
す
る
主
体
の
が
わ
の
歌
枕
観

・
名
所
観

を
見
さ
だ
め
て
お
く
こ
と
は
、
歌
枕
研
究
そ
れ
自
体
に
と
っ
て
も

無
意
味
な
作
業
で
は
な
い
と
思
う
。
率
直
に

い
え
ば
、
小
論
に
お
  

い
て
、
歌
枕
が
固
定
化
し
名
所
観
が
変
化
す
る
時
期
を
考
察
の
対

象
と
し
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
そ
の
よ
う
な
意
図
か
ら

で
も
あ
っ

た
。
 

と
は
い
え
、
小
論
の
考
察
は
未
熟
で
あ
り
、
そ
の
意
図
は
と
う

て
い
達
成
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
「
歌枕
の
固
定
化
」
と

い

う
問
題
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
歌
枕
の
数
の
限
定
と
い

う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
歌
枕
に

つ
い
て
も
、
そ
の
歌
枕
の

も
つ
情
趣
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
と
い
っ
た
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に

限
定
さ
れ
狭
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
連
歌

の
寄
合
な
ど
で
個
々
の
名
所
に
対
し
て
そ
の
寄
合
語
が
ど

の
よ
う

に
変
化
し
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
「
内
裏
名
所
百
首
」
 や

そ
の
抄
出
本
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ

と
を
検
討
し
て
み
る
必
要
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
後
日
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
、
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課

題
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
 

注
 

①
 
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料

叢
書
 

3
5
 

「内
裏
名
所
百
首
注
 疎
竹
文

 

庫
蔵
」
（
昭
 

5
7
 

・
 
1
1
 

、
臨
川
書
店
）
、お
よ
び

同
 
3
9
 

「内
裏
名
所
百
首

 

星
殊
院

蔵
」
（
昭
 

5
8
 

・
4
、
臨
川
書
店
）
の
解
説
拙
稿
。
そ
の
後
、
 

田
村
柳
壷
「
建
保
三
年
内
裏
名
所
百
首
考
ー
解
説
に
代
え
て
ー
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（
森
本元
子

・
田
村
柳
壷
編
「
内
裏
名
所
百
首
」
昭
 6
3
 
・
2
、
古
典

文
庫
期
）
が
五
点
を
加
え
、
計
二
七
点
の
千
二
百
首
本
を
紹
介
し
た
。
 

さ
ら
に
拙
稿
「
校
勘
と
い
う
読
書
」
（
「
大谷
学

報
」
 7
7
 
1
4
、
平
 

1
0
 
・
 1
1
 
、
大
谷
学
会
）
に
も
一
、
二
の
伝
本
を
紹
介
し
た
。
ま
た
、
 

「中
世
歌
書
集
「
」
（
「早
稲
田
大
学
蔵
資
料
影
印
叢
書
」
 3
4
 
、
平
 

5
・
 1
2
 
、
同
刊
行
委
員
会
）
所
収
の
兼
築
信
行

「名
所
三
百
首
」
解

 

題
に
よ
る
と
、
同
書
に
影
印
さ
れ
た
三
百
首
付
注
本
は
疎
竹
文
庫
蔵

本
と
同
系
統
で
、
ほ
か
に
太
宰
府
天
満
宮
蔵
の
三
百
首
付
注
本
が
疎

竹
文
庫
蔵
本
と
全
く
同
じ
注
釈
だ
と
い
う
。
ほ
か
に
独
自
の
三
百
首

付
注
本
と
し
て
、
東
京
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
蔵
「
内
裏
」
吟

御
百
首
」
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
未
紹
介
の
伝
本
の
う
ち
、
 

千
二
百
首
本
で
早
稲
田
大
学
図
書
館
服
部
文
庫
蔵
本
（
甲
系
統
）
、
 

三
百
首
の
無
注
本
で
愛
知
教
育
大
学
附
属
図
書
館
蔵
「
名
所
百
首
和

歌
」
、三
百
首
の
付
注
本
で
東
奥
義
塾
図
書
館
蔵
「
名
所
三
百
首
聞

書
」
、宮
城
県
立
図
書
館
伊
達
文
庫
蔵
「
名
所
三
百
首
」
（翻
刻
中
）
、
 

定
家
の
百
首
の
無
注
本
で
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
池
田
家
文
庫
蔵
 

「
定家
内
裏
名
所
百
首
」
、神
宮
文
庫
蔵
「
内
裏
百
首
」
、東
奥
義
塾

図
書
館
蔵

「
定家
百
首
」
な
ど
を
あ
ら
た
に
調
査
し
た
。
そ
れ
ら
の

な
か
で
、
宮
城
県
立
図
書
館
伊
達
文
庫
蔵
本
は
、
流
布
本
系
統
と
は

や
や
異
な
る
注
釈
書
で
あ
る
。
 

た
だ
し
、
こ
こ
で
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
 

田
村
前
掲
論
考
や
兼
築
「
富
岡
美
術
館
蔵
「
音
羽
河
」
ー
建
保
三
年

内
裏
名
所
百
首
三
人
本
ー
（

「
国
文学
研
究

」
 
9
6
 

、

昭
 
6
3
 

・
 
1
0
 

）
な

ど
は
、
定
家
筆
の
歌
数
三
百
首
本
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
な
ど
を

根
拠
に
し
て
、
千
二
百
首
本
以
外
の
歌
数
の
少
な
い
伝
本
を
抄
出
本

と
み
な
す
こ
と
に
疑
義
を
呈
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
小
論
は
三
  

百
首
本
な
ど
の
成
立
を
特
に
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

お
も
に
 

5
0
 

南
北
朝
時
代
以
降
の
「
内
裏
名
所
百
首
」
の
享
受
、
流
布
に
重
点
を

置
く
立
場
か
ら
の
試
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
抄
出
本
と
い

う
呼
称
の
当
否
は
、
千
二
百
首
本
と
の
よ
り
詳
細
な
本
文
比
較
も
ふ

く
め
て
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
 

②
 
た
と
え
ば
、
後
柏
原
天
皇
は
親
王
時
代
の
明
応
四
（
一
四
九
五
）
 

年
九
月
（
「
言
国
卿
記
」
）
、践
酢
後
の
永
正
年
間
十
月
二
十
四
日
 

（
「為
広
詠
草
」
）
、永
正
七
（

一
五
一
〇
）
年
十
月
（
「
一
人
三
臣
和

歌
」
）
の
歌
会
に
、
「
内
裏名
所
百
首
」
 の
名
所
題
を
歌
題
と
し
て
用

い
て
お
り
、
特
に
永
正
七
年
の
歌
会
に
は
勅
題
で
そ
の
百
題
を
取
り

上
げ
る
な
ど
、
「
内
裏名
所
百
首
」
 に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
天
皇
は
後
土
御
門
天
皇
の
実
子
で
あ
り
、
憂
殊

院
蔵
本

（注
①
に
掲
げ
た
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料

叢
書
 

3
9
 

に
影

印
）
を
書
写
し
た
慈
運
が
同
じ
後
土
御
門
天
皇
の
猶
子
で
あ
っ
た
こ

と
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
当
時
の
「
内
裏
名
所
百
首
」
享
受
の
一
断

面
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
で
、
ま
こ
と
に
興
味
ぶ
か
い
。
 

③
 
図
書
寮
叢
刊
「
後
崇
光
院
歌
合
詠
草
類
」
（

昭
 
5
3
 

・
3
、
明
治
書

院
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
該
本
の
欠
脱
部
分
に
つ
い
て
は

「
沙玉
和

歌
集
」
（
「私
家
集
大
成
」
5
）
を
参
照
し
た
。
 

④
 
拙
稿
「
「宗
殉
名
所
和
歌
」
・
 
「宗
祇
名
所
和
歌
」
」
（「
文
蔓
論

叢
」
 

3
5
 

、
平
2
・
9
、
大
谷
大
学
文
墓
学
会
）
 

⑤
 

一
方
で
、
「内
裏
名
所
百
首
」
に
つ
い
て
一
見
や
や
異
な
る
見
方

も
あ
る
。
鳥
丸
光
栄
の
説
を
中
心
に
加
藤
信
成
が
集
成
し
た
と
い
う
 

「
聴玉
集
」
（
「日
本
歌
学
大
系
」
第
六
巻
に
よ
る
）
に
次
の
よ
う
な

記
載
が
あ
る
。
 

こ
の
題
（
田
蓑
嶋
 

引
用
者
注
）
建
保
名
所
百
首
の
題
に
て
 



こ
れ
を
よ
み
か
な
へ
る
は
、
巳
達
の
人
に
て
も
と
く
と
得
せ
ぬ

や
う
道
遥
院
晩
年
に
こ
れ
を
よ
ま
れ
し
に
も
、
題
に
そ
の
わ
け

を
の
べ
ら
れ
た
り
。
又
、
霊
元
院
七
十
九
歳
に
て
崩
じ
給
ひ
し

そ
の
年
に
、
こ
の
名
所
百
首
を
被
レ
遊
にも
、
中
々
不
レ
及
事
な

が
ら
も
よ
み
て
見
た
り
と
、
勅
碇
あ
り
し
な
り
。
 

実
隆
や
霊
元
院
が

「内
裏
名
所
百
首
」
 の
名
所
題
を
高
度
な
歌
題

と
み
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
た
だ
ち

に
、
「内
裏
名
所
百
首
」
が
初
心
者
向
け

の
歌
枕
学
習
書
と
み
ら
れ

て
い
た
と
い
う
前
述
の
推
定
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
 

初
心
者
に
も
読
ま
れ
た
が
、
識
者
に
は
そ
の
難
し
さ
が
よ
く
理
解
で

き
た
た
め
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
。
 

⑥
 
前
掲
拙
稿
「
校
勘
と
い
う
読
書
」
 

⑦
 
成
立
年
代
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
書
物
の
解
題

や
、
「和
歌

大
辞
典
」
、
井
上
宗
雄

「名
所
歌
集
（
歌
枕
書
）
伝
本
書
目
稿
」
「
同

上

（補
遺
1
）
」
「
同
上
（
補
遺

2
）」
（
立
教
大
学

「
日
本
文
学
」
 

1
6
 
・
 1
9
 
・
 2
3
 
、
昭
 4
1
 
・
6
、
昭
 4
2
 

・
 1
1
 、

昭
 
4
5
 

・
3
）
な
ど
を
参
照

し
た
。
 

⑧
 
後
陽
成
天
皇
の
名
所
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
は
周
知
の
事
実
だ
が
、
 

井
上
宗
雄
「

中
世
歌
壇
史

の
研
究
 
室
町
後
期
」
改
訂
新
版
（
昭
 

6
2
 
・
 1
2
 
、
明
治
書
院
）
に
よ
る
と
、
慶
長
八
（

】
六
〇
三
）
年
十
一

月
十
六
日
に
後
陽
成
天
皇
は
「
内
裏
名
所
百
首
」
 の
名
所
百
題
を
歌

題
に
し
た
、総
勢
 

2
5
 

名
に
よ
る
か
な
り
規
模
の
大
き
い
当
座
会
を
催

し
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
「時
慶
卿
記
」
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館

蔵
）
十
一
月
十
五
日
条
に
は
、
 

竹
内
へ
建
保
百
首
拝
借
題
ヲ
写
則
返
上
御
書
ヲ
給

 

そ
の
和
歌
会

の
た
め
に
 
「竹
内
」
す

な
わ
ち
憂
殊
院

の
蔵
す
る
  

「建
保
百
首
」
（
「内
裏
名
所
百
首
」
）
が
借
り
出
さ
れ

た
と
い
う
、
 

興
味
ぶ
か
い
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
 こ
の
こ
と
は
、
当
時
す
で

 

に
受
殊
院
蔵
本
が
貴
重
な
伝
本
と
み
な
さ
れ
、
重
視
さ
れ
て
い
た
こ

 

と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

⑨
 
木
藤
才
蔵
「
松
平
文
庫
本

「名
所
付
合

」
考
」
（
「連
歌
俳
譜

研

 

究
」
 
5
9
 

、

昭
 
5
5
 

・
7
)
 

⑩
 
乾
裕
幸

「
俳
言
の
論
ー
初
期
俳
譜
に
お
け
る
こ
と
ば

の
問
題
ー
」
 

（

「
文
学
」
 

4
0
 

1
6
、

昭
 
4
7
 

'
6
）
ほ
か
参
照
。
 

⑩
 
福
井
久
蔵
「
大
日
本
歌
書
綜
覧
」
（
昭
1
・
8
1
、
不
二
書
房
）
 

に

「名
所
和
歌
百
人

一
首
」
 の
名
で
解
説
が
載
る
。
 

⑩
 
ち
な
み
に
、
山
口
吉
郎
兵
衛
「
う
ん
す
ん
か
る
た
」
（

昭
 
3
6
 

・
 
1
0
 

、
 

私
家
版
）

に
寛
保
二
（

一
七
四
二
）
年
刊
行

の
「
五
十
人
一
首
名

 

所
」
な
る
「
か
る
た
」
が
紹
介
さ
れ
て
も
い
る
。
 

⑩
 
前
掲
荒
木
尚
論
文
。

の
ち
に
「
中
世
文
学
叢
考

」
（
平
 

1
3
 

・
3
、
 

和
泉
書
院
）
に
収
め
ら
れ
た
。
 

⑩
 
中
世
の
文
学
2
「
連
歌
論
集
一
」
付
録
解
説

（
木藤
才
蔵
執
筆
）
 

⑩
 
以
上
の
ほ
か
、

「相
坂

の
」
歌
に

「
関
の
わ
ら
や
の
」
と
い
う
本

 

文
を
と
る
も
の
に
、
「六
花
和
歌
集

」
（
昭
 

4
7
 

・
8
、
三
村
晃
功
他
編
、
 

古
典
文
庫
翻
）
肪
歌
、
「大
花
集
注
」
（

昭
 
4
9
 

・
7
、
同
右
編
、
古
典

 

文
庫
認
）

下
 
2
6
 

歌
、
「六
花
集

註
」
（
昭
 

5
2
 

・
1
、
同
右
編
、
古
典
文

 

庫
翻
）
翻
歌
、

「
米
沢
本
百
人

】
首
抄
」
（米
沢
古
文
書
研
究
会
編
 

「米
沢
本
百
人

一
首
抄
 
解
読
と
注
釈

」
昭
 

5
1
 

・
8
、
米
沢
古
文
書

 

研
究
会
）
蝉
丸
歌
注
な
ど
が
あ
る
。
「六
花
集
注

（
註
）」
な
ど
は
連

 

歌
師
と
も
関
連
が
深
い
と
さ
れ
、
「内
裏
名
所
百
首
」
 の
抄
出
本

の

 

影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
 

た
だ
し
、
「
関
の
わ
ら
や
」
と
い
う
こ
と
ば
自
体
は
、
か
な
り
早
 

5
1
 



く
か
ら
み
え
る
。
 

逢
坂
の
せ
き
の
わ
ら
や
は
跡
も
な
し
秋
の
し
ら
べ
を
松
に
の
こ

し
て
（
「土
御
門
院
御
集
」
翻
）
 

と
に
か
く
に
な
が
め
し
秋
も
と
ど
ま
ら
ず
関
の
わ
ら
や
の
タ
暮

の
空
（
「紫
禁
和
歌
草
」
 鰯
）
 

し
ひ
て
や
は
猶
過
ぎ
ゆ
か
む
相
坂
の
関
の
わ
ら
や
の
秋
の
タ
ぎ

り
（
「
宝
治
百
首
」

m
)
 

秋
く
る
る
関
の
わ
ら
や
の
は
て
は
又
知
る
も
し
ら
ぬ
も
松
む
し

の
な
く
（
「
為
家
集
」
 鵬
）
 

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
土
御
門
院
の
「
逢
坂
の
」
歌
、
順
徳
院

の
「
と
に
か
く
に
」
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
跡も
な
し
」
、
「
と
に
か
く

に
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
「新
古
今
和
歌
集
」
雑
下
末

尾

m
の
蝉

丸
歌
「
世
の
中
は
と
て
も
か
く
て
も
お
な
じ
こ
と
宮
も
藁
屋
も
は
て

し
な
け
れ
ば
」
（
「和
漢
朗
詠
集
」
 双
に
も
所
収
）
に
依
っ
た
も
の
と

み
て
よ
く
、
為
家
の

「
秋
く
る
る
」
歌
も
「
は
て
」
と
い
う
こ
と
ば

か
ら
み
て
同
じ
歌
に
依
る
と
と
も
に
、
「知
る
も
し
ら
ぬ
も
」
と
い

う
こ
と
ば
か
ら

「
百
人
一
首
」
で
有
名
な
「
こ
れ
や
こ
の
ゆ
く
も
か

へ
る
も
別
れ
つ
つ
知
る
も
し
ら
ぬ
も
逢
坂
の
関
」
 の
蝉
丸
詠
を
も
踏

ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
残
る
「
宝
治
百
首
」
 に
つ
い
て
は
、
 

「
過
ぎ
ゆ
か
む
」
が
蝉
丸
詠
の
「
ゆ
く
も
か

へ
る
も
」
を
下
敷
き
に

し
て
い
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
判
然
と
し
な
い
。
す
べ
て
の
歌
を

掲
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
南
北
朝
時
代
ま
で
の
お
お
か
た
の
傾

向
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
「内
裏
名
所
百
首
」
 の
抄
出
本

に
み
ら
れ
た

「相
坂
の
」
歌
の
影
響
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
感
じ

ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
抄
出
本
の
流
布
が
あ
る
い
は
鎌
倉

時
代
に
は
さ
ほ
ど
顕
著
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
と
も
思
わ
  

れ
る
が
、
 一

例
を
検
討
し

た
に
す
ぎ
ず
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。 

5
2
 

「
関
の
わ
ら
や
」
に
話
を
戻
す
と
、

「新
古
今
和
歌
集
」
な
ど

に
収

め
る
蝉
丸
詠
を
承
け
て
鎌
倉
時
代
前
期
か
ら
先
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
 

「
関
の
わ
ら
や
」
と
い
う
歌
語
が
、
南
北
朝
時
代
以
降
に

「内
裏
名

所
百
首
」
 の
流
布
と
と
も
に
、
抄
出
本

の
一
部
の
本
文
に
影
響
を
与

え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
む
し
ろ
妥
当
な
見
方
か
も
し
れ

な
い
。
 

本
稿
は
、
昭
和
五
十
七
年
度
京
都
大
学
国
文
学
会
（
昭
和
五
十
七
年

十
一
月
二
日
、
於
京
大
会
館
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
発
展
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
事
情
に
よ
り
公
刊
が
お
く
れ
、
新
し

い
成
果
を
取
り
い
れ

ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
多
い
か
と
思
う
。
な
お
、
席
上
、
貴
重
な
ご

教
示
を
た
ま
わ
り
ま
し
た
先
生
方
に
あ
つ
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 

（大
谷
大
学
助
教
授
）
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