
廷
仁
元
年
（ー
ニ
0-
）
は、
新
古
今
和
歌
集
撰
巣
の
為
の
和
歌
所
が
設

凶
さ
れ
た
年
で
あ
り、
そ
の
年
ま
も
な
く
定
家
ら
六
人
の
歌
人
に
よ
っ
て
召i

句
図
五
十
首」
が
詠
ま
れ
る。
当
時
定
家
は
四
十
紐、
創
作
態
度
の
確
立
や

歌
風
の
充
実
と
と
も
に、
和
歌
所
の
寄
人、
新
古
今
の
撰
者
に
任
命
さ
れ
る

な
ど
宮
延
歌
人
と
し
て
の
地
位
も
安
泰
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た。
こ
の
五
十

首
は、
後
烏
羽
院
が
主
催
さ
れ、
花•
月
を
含
む
結
図
各
二
十
首
と
寄
物
恋

阻
＋
首
で
構
成
さ
れ
た
頌
詠
歌
で
あ
る。
題
詠
歌
は
歴
史
的
に
見
て、
文
芸

性
へ
の
志
向
と
い
う
意
味
か
ら
題
の
本
意
の
追
求
に
進
ん
だ
と
g
わ
れ
る。

注
＿

岡
綺
義
恵
氏
は
平
安
朝
以
来
歌
合
判
詞
に
現
れ
て
い
る
本
意
を
手
掛
り
に
し

て、
国
詠
意
識
の
発
展
は、
「
因
の
物
の
本
意」
を
規
定
し
て
い
き、
そ
れ

が
「
す
ぺ
て
自
然
と
人
事
と
に
わ
た
る
現
象
に一
定
の
四
念
形
限
を
与
え
る

こ
と
に
な
り、
世
界
を
和
歌
的
に
様
式
化
す
ろ
と
い
う
結
果
を
生
じ
た
」
と

説
か
れ
て
い
る。

当
句
図
五
十
首
の
季
図
に
見
ら
れ
る
結
四
と
い
う
の
は
阻
の

こ形

銀
消
て
け
ふ
よ
り
春
を
み
よ
し
の
ヽ
山
も
硲
て
花
を
待
け
ろ

こ
・
つ
。

は
じ
め
に

式
で、
二
つ
以
上
の
事
物
や
概
念
を
結
ん
で、

完
結
し
た
文
ま
た
は

ー
つ
の
名
洞
と
し
て
熟
し
た
形
を
作
っ
て
い
る。
そ
こ
で
こ
の
場
合、
一

つ
の
m
物、
あ
る
い
は
一
っ
の
概
念
を
有
す
る
国
詠
と
異
な
っ
て、
二
つ
以

上
の
m
物
や
概
念
の
相
互
作
用
で
佃
々
の
本
窓
が
拾
象
さ
れ
新
た
な
団
の
本

恋
が
現
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う。
さ
て、
本
稿
で
給
じ
る
「
院
句
図
五
十
首」

の
第一
首
目
は、
自
然
と
人
m
と
が
組
み
合
さ
れ
た
「
初
春
待
花
」
で
あ

り、
特
に
「
待
つ
」
心
の
把
握
と
い
う
点
で
創
作
主
体
の
図
詠
窓
識
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。
定
家
は
当
図
を

注
二

春
殴
か
す
み
そ
め
ぬ
る
と
山
よ
り
や
か
て
た
ら
そ
ふ
花
の
悌0
七
二
九）

と
詠
ん
で
い
る。
こ
の
一
首
の
解
釈
を
通
し
て
短
い
得
る
定
家
の
阻
詠
歌
に

お
け
る
創
作
意
識
と
そ
の
表
現
に
つ
い
て
（
結
図
の
詠
法
と
し
て
の
意
義
を

見
出
す
方
向
で）
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う。

注
三

ま
ず、
「
院
句
題
五
十
首」
当
題
の
他
歌
人
の
詠
み
ぶ
り
を
検
討
し
て
お

（
後
烏
羽
院）

矢

本

久

美
恵

「
春
霞
か
す
み
そ
め
ぬ
る
」

|
「
院
句
題
五
十
首
」

研
究
序
説

ー—ー

定
家

の
歌
に
お
け
る
題
の
扱
い
と
表
現
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春
く
れ
ば
ま
づ
ぞ
ま
た
ろ
ヽ
か
ざ
す
べ
き
我
君
が
世
の
千
代
の
初
花

（
慈
円）

春
き
ぬ
と
か
す
む
梢
の
駕
の
花
を
お
そ
し
と
き
ヽ
ぞ
わ
き
け
る

（
俊
成
印
女）

花
ゆ
へ
に
春
を
ば
け
ふ
と
待
え
て
も
梢
は
雪
の
な
を
さ
ゆ
る
か
な

（
宮
内
卿）

以
上
の
歌
か
ら、
季
図
な
ら
ば
時
間
の
経
過
に
即
し
て
詠
わ
れ
る
と
い
う一

党
が
痰
え
る。
そ
し
て、
当
句
因
五
十
首
も、
岡
崎
涵
忠
氏
の
言
わ
れ
る「
世

界
を
和
歌
的
に
様
式
化
す
る」
と
い
う
方
向
の
禍
中
に
囮
か
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う。
ら
な
み
に、
当
図
詠
に
お
い
て
合
点
の
施
さ
れ
た
歌
は
後
烏
羽
院
と

良
経
の
歌
で
あ
る。
院
の
歌
は
自
身
を
除
く
す
べ
て
の
点
者
（
良
経·
慈
円

・
俊
成・
定
家・
寂
孤）
か
ら
認
め
ら
れ、
良
経
の
歌
は
定
家
が
点
を
付
し

た
の
み
で
あ
っ
た。
こ
れ
は、
歌
合
の
歌
に
要
求
さ
れ
る
硝
れ
歌
的
性
格
を

物
話
る
と
と
も
に、
ま
た、
各
歌
人
共
通
の
美
意
盆
で
あ
ろ
古
典
主
義
に
通

じ
る
と
こ
ろ
か
と
思
わ
れ
る。
そ
し
て、
こ
の
図
詠
の
本
惹
は、
古
来
花
を

愛
で
四
す
る
心
か
ら
生
じ
た
「
初
春」
即
「
花
を
待
つ」
と
い
う
等
式
を、

具
体
的
な
初
春
の
景
物
に
従
っ
て
「
待
つ」
心
情
や
姿
勢
の
継
続
状
態
を
主

図
に
詠
む
こ
と
に
な
る。
そ
の
た
め、
結
図
で
あ
る
こ
と
の
格
別
な
表
現
効

果
は
な
く、
歌
の
仕
立
て
は
平
板
で
や
や
説
明
的
に
な
っ
て
い
る。
そ
う
し

た
中
で
文
芸
的
に
見
て、
否
定
表
現
が
「
待
っ」
心
を
強
閲
す
る
良
経
の一

良
経）

春
き
て
も
つ
れ
な
き
花
の
冬
と
も
り
ま
た
じ
と
お
も
へ
ば
砒
の
白
霙

影．（
悌）
」
を
詠
む
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
思
う。

首
が
技
巧
の
面
で
も、
ま
た
微
妙
な
心
度
を
捉
え
た
と
い
う
点
で
も
出
色
と

言
え
よ
う
か。
こ
れ
は
以
後
「
夫
木
和
歌
抄」
や
「
明
図
和
歌
全
集」
に
も

入
っ
て
い
く。
一
方、
定
家
の
歌
は、
初
春
の
事
物
の
本
意
に
沿
っ
て
時
が

来
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
持
続
的
な
表
現
と
比
較
し
て一
段
の
飛
踏
が

兒
ら
れ
る。
結
国
の
二
つ
の
概
念
を
止
掲
し
て
完
全
な
英
的
対
象
「
花
の
面

定
家
の
「
初
春
待
花」
の
坦
意
の
汲
現
万
法
を
明
ら
か
に
す
る
に
は一
首

の
正
し
い
解
釈
が
必
要
で
あ
る。
そ
こ
で
ま
ず、
「
春
四
か
す
み
そ
め
ぬ
る

と
山」
と
い
う
初
春
の
実
景
を
「
た
ち
そ
ふ
花
の
面
影」
と
い
う
幻
想
へ
と

転
ず
る
役
割
を
担
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
よ
り」
「
や
か
て」
に
注
目
し、
そ

の
機
能
を
探
っ
て
み
た
い。

助
詞
「
よ
り」
の
用
法
の一
っ
は、
空
間
的
に、
ま
た
は
時
間
的
に
勁
作

の
起
点
を
表
す
こ
と
で
あ
る。
空
閥
か
時
圃
か
そ
の
判
断
の
基
準
は、
「
ょ

り」
が
承
接
し
た
語
の
内
容
に
求
め
ら
れ
る。
定
家
の
歌
の
場
合、
そ
れ
が

「
と
山」
と
い
う
空
間
で
あ
る
た
め
「
春
困
が
か
す
み
は
じ
め
た
外
山
か
ら

す
ぐ
に
花
の
面
彩
が
立
ら
添
う」
の
如
く
解
さ
れ
ろ
こ
と
に
な
る。
し
か
し、

こ
う
す
ろ
と
内
容
的
に
見
て、
「
春
霰」
と
「
花
の
面
彩」
の
OO
係
が
明
確

で
な
く
な
る。
定
家
が
歌
の
因
材
を
得
た
か
と
思
わ
れ
る

潟
砂
の
を
の
へ
の
桜
咲
き
に
け
り
外
山
の

農
ヽ
ず
も
あ
ら
な
む
（
後
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拾
遺
集

で
は、

山
頂
に
咲
く
桜
の
花
を
遮
る
も
の
と
し
て
外
山
の
霞
を
俎
定
し
、

逆

．

に
花
へ
の
思
い
を
強
潤
し
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
定
家
の
歌
の
花
は
「
面
影

の
花
」

で
あ
る
た
め
春
霰
と
花
と
を
同
じ
実
物
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な

い
。

定
家
は、

匡
房
の
歌
に
お
け
る
現
実
と
想
定
と
を
逆
転
す
る
と
と
も
に
、

歌
の
世
界
を
幻
俎
に
ま
で
昇
超
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
歌
人
の
内
的
状
況

を、

先
の
訳
で
は
少
し
も
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る。

三
十
一

文
字
と
い
う
短
詩
型
に
お
い
て、

論
理
の
飛
躍
や
時
間
的
な
矛
盾

は
当
然
起
り
得
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
こ
に
歌
の
命
を
見
出
し
得
る
場
合
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば、

実
毀
の
認
知
か
ら
幻
想
へ
の
志
向
は
作
者
の

内
的
秩
序
で
論
理
づ
け
ら
れ
て
い
よ
う。

定
家
の
歌
の
場
合
は
、

実
只
か
ら

「
待
花
」

の
心
を
追
求
し、

幻
想
を
生
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
こ
に

接
紐
さ
れ
た
「
よ
り
や
か
て
」

が
詠
法
を
解
く
指
針
と
な
る。

し
か
し
「
ょ

り
」

や
「
や
が
て
」

に
は
実
質
的
抵
念
が
希
閲
で、

そ
の
機
能
は
文
中
の
前

後
oo
係
を
持
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る。

そ
こ
で
逆
に
、

灯
納
的
に
前
後
oo
係

を
探
っ
て
い
き、
一

般
的
な
特
色
が
実
証
さ
れ
れ
ば、

付
囮
的
な
苫
菜
で
生

成
さ
れ
た
「
よ
り
や
が
て
」

に
普
通
的
な
意
義
を
抽
出
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。

そ
う
な
れ
ば、

定
家
の
一

首
に
お
い
て
「
初
春
待
花
」

の
本
忍
と
し
て

示
現
し
た
幻
想
に
つ
い
て
説
明
を
施
す
手
掛
り
と
も
な
る
と
思
う。

定
家
の

歌
に
は
名
詞
の
数
が
比
較
的
多
く、

そ
れ
だ
け
に
一

囮
付
屈
的
な
言
菓
は
重

要
に
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
こ
の
歌
の
場
合
は
、

イ
メ
ー
ジ
上
の
繁
が
り
と

文
法
上
の
繁
が
り
と
が
必
ず
し
も
一

致
し
て
お
ら
ず、

こ
の
不
一

致
を
紹
<

春
下

―

二

0

大
江
匡
房
朝
臣）

こ
と
が
歌
の
世
界
を
開
示
す
る
契
機
と
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
ろ。

「
よ
り
や
が
て
」

を
表
面
的
に
解
す
れ
ば、

「
よ
り
」

で
勁
作
や
作
用
の

時
間
的
あ
る
い
は
空
間
的
起
点
を
表
し
、

「
や
が
て
」

と
続
い
て
「
そ
の

起
点
か
ら
す
ぐ
に、

ほ
ど
な
く
」

と
い
う
意
に
な
り、

二
語
は
独
立
的
に
働

庄
四

く
こ
と
に
な
る
。

「
殴
智
院
本
類
炭
名
義
抄
」

に
よ
る
と、

「
ヤ
カ
テ
」

の

項
は、

「
便

：
ナ
ハ
チ

ャ
カ
テ
」

と
記
さ
れ
、

「
ス
ナ
ハ
チ
」
と
い
う
時
間

的
な
恋
味
を
持
つ
副
詞
と
並
ぺ
ら
れ
て
い
る
た
め、

「
よ
り
」

も
時
点
の
み

に
限
ら
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
は
あ
る。

し
か
し
和
歌
で

は
な
い
が、

·

こ
な
た
よ
り、

や
が
て
北
に
通
り
て、

明
石
の
御
方
を
見
や
り
給
へ
ば、

庄
E

（
源
氏
物
語
三

野
分

ニ
ニ
六
頁）

そ
れ
よ
り
や
が
て
横
川
に
お
は
せ
む、

と
思
し
て、

か
の
せ
う
と
の
箪
な

る、

率
て
お
は
す。

（
同
七

手
習

ニ
ニ
ニ
頁）

な
ど
「
よ
り
」

が
単
一

な
空
閥
を
表
す
名
詞
に
接
続
さ
れ
る
と、

「
何
処

か
ら
何
処
に
」

と
空
閻
の
表
現
と
し
て
訳
さ
れ、

「
や
が
て
」

は
あ
る
場
所

か
ら
引
続
い
て
次
の
褐
所
へ
と
い
う
移
動
を
強
潤
す
る
よ
う
で
あ
る。

ま
た、

「
や
が
て
」

も
時
間
的
な
意
味
を
有
す
る
だ
け
で
は
な
い
。

『
国
歌
大
戦
』

『
椛
国
歌
大
観
』
か
ら
官
見
に
入
っ
た
限
り、

「
や
が
て
」

の
使
用
さ
れ
て

い
る
歌
を
集
め
て
み
る
と
百
首
余
り
に
上
る
が
、

そ
の
う
ら
た
だ
次
の
一

首

の
み
に
空
閥
と
空
閻
の
距
隣
的
な
OO
係
を
表
す
用
法
が
見
ら
れ
た
。

木
の
本
は
や
が
て
軒
場
に
近
け
れ
ば
風
の
誘
は
ぬ
梅
が
香
ぞ
す
る

（
新
後
撰
染

四
三

春
上

今
上
御
製）
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し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て、
歌
に
お
け
る
「
や
が
て」
に
は
空
閥
的
な
意
味
よ

り
時
閥
的
な
意
味
を
表
す
方
が
泣
的
に
多
い
こ
と
は
確
認
で
き
る。
で
は、

「
よ
り
や
が
て」
と
詠
み
込
ん
だ
歌
で
は
ど
の
よ
う
な
傾
向
を
痰
う
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か。
『
国
歌
大
鍛
』
『
続
困
歌
大
観
』
そ
の
他
か
ら、
一
首

の
中
に
「
よ
り
や
が
て」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
染
め、
以
下
形
式
上、

励
詞
を
承
接
す
る
も
の
と、
名
詞
を
承
接
す
る
も
の
に
分
け
て
考
え
た。

．
 

〇
思
ふ
よ
り
や
が
て
心
ぞ
移
り
ぬ
る
恋
は
色
な
る
物
に
ぞ
あ
り
け
る

（
院
千
載
集

恋―

1
0
三
六

俊
成）

⇔
云
は
ぬ
よ
り
や
が
て
心
に
浮
ぶ
こ
そ
恨
み
な
れ
た
る
涙
な
り
け
れ

（
新
千
戟
巣

恋
五

一
五
九
五

祝
部
成
国）

8
党
む
る
よ
り
頓
て
活
の
身
に
そ
ひ
て
は
か
な
き
拶
に
ぬ
る
A
袖
哉

（
続
千
眼
集

哀
偏

二
0
五
八

大
江
宗
秀）

⑲
や
す
ら
ひ
に
我
が
古
郎
を
出
で
し
よ
り
頓
て
日
数
の
屈
る
旅
か
な

（
新
後
拾
造
巣

閾
旅

八
六
八

前
大
納
言
為
定）

⑮
硲
る
A
よ
り
や
が
て
待
た
る
ヽ
心
に
も
習
は
で
遅
き
山
の
嬬
の
月

（
新
後
拾
迫
渠

秋
上

三
四
七

後
岡
屋
前
oo
白
左
大
臣）

（
便
宜
上
歌
頭
に
番
号
を
付
し
た。
）

こ
の
よ
う
に
動
詞
に
「
よ
り」
「
ゃ
が
て」
が
下
接
し
て
い
く
場
合、
「
ょ

．

り
や
が
て」
は
熟
し
て
「．．．
 す
る
や
す
ぐ
に」
と
訳
さ
れ
る。
「
よ
り」
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
動
作
の
時
間
的
起
点
に
限
ら
れ、
「
や
が
て」
以
下

継続

し
て
次
の
状
態
が
起
っ
て
い
る。
「
よ
り
や
が
て」
の
機
能
か
ら
歌
の
内
容

を
簡
単
に
見
て
い
け
ば、
契
機
に
院
く
状
態
の
急
な
変
化
を
表
現
し、
恋
の

つ
れ
な
さ
や
人
の
冷
淡
さ
を
蹄
殴
す
る
も
の
（一
・
ニ）
や、
あ
る
い
は
故
人

へ
の
追
慕
の
虚
し
さ
を
詠
咲
す
る
も
の
（
三）
で
あ
っ
た
り、
ま
た、
変
化

の
大
き
さ
を
強
煕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、一
囮
深
い
感
慨
を
表
し
た
り（
四）

自
然
の
推
移
か
ら
即
時
に
誘
発
さ
れ
た
心
情
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
（
五）
な

ど
と
な
る。
こ
れ
ら
は、
時
間
的
に
継
稿
し
て
起
り
得
る
と
い
う
あ
る
一
っ

の
基
準、
同
類
項
に
お
け
る
移
行
で
あ
っ
て、
そ
れ
だ
け
に
「
よ
り
や
が
エ

を
介
し
て
は
か
れ
た
二
つ
の
状
態
や
心
情
な
ど
の
因
果
関
係
は
強
い。
「
暮

る
A
よ
り」
の
歌
に
つ
い
て
も、
日
が
経
れ
暗
く
な
る
や
山
の
端
に
月
が
待

た
れ
る
と
い
う
す
こ
ぶ
る
自
然
の
感
党
で
あ
る。
例
え
ば
散
文
の
「
徒
然
草」

に
「
名
を
IUl
く
よ
り
や
が
て
面
彩
は
お
し
は
か
ら
る
A
C
A
ち
す
る
を・・'」

（
第
七
一
段）
と
あ
り、
「
名
を
此
く」
と
い
う
外
か
ら
の
拗
き
に
触
発
さ

れ
て
起
る
面
彩
の
想
像
も
こ
れ
に
似
て
い
る。

さ
て、
古
領
「
や
が
て」
の
意
義
に
関
し
て
は
永
田
信
也
氏
が、
文
脈
上

か
ら
類
義
語
「
た
ち
ま
ち
(
It)
」
や
「
す
な
は
ち」
と
比
佼
さ
れ
考
察
さ

江
吠

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

ま
ず、
「
や
が
て」
や
「
す
な
は
ち」
に
は
「
た
ち

ま
ら
（
に）
」
が
持
つ
「
予
期
し
な
い
こ
と
が
突
然
起
こ
る
」
と
い
う
「
突

発
性」
は
な
く、
「
二
つ
の
事
象
の
間
に
関
連
性」
が
あ
る。
こ
の
関
巡
性

は
「
や
が
て」
の
方
が
強
く、
「
換
言
す
れ
ば、
二
つ
の
m
象
の
間
に
於
て

『
や
が
て
』
の
万
が
よ
り
前
提
条
件
を
必
要
と
し、
そ
れ
と
の．
oo
係
を
強
潤」

し
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
う
な
れ
ば
「
絶
対
時
閻
と
し
て
は
幅
が
あ
っ
て
も、

内
面
的
に
は
関
連
性
と
云
ふ
点
に
於
て
『
ス
グ
ニ
』
を
意
味
し
得
る
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
o

]

つ
ま
り、
「
二
つ
の
IJI
象
間
に
因
果
OO
係
が
認
め
ら
れ
れ
ば、
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時
間
の
幅
に
或
る
程
度
の
沿
予
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
」
と
説
か
れ
ろ

の
で
あ
る。

•
そ
こ
で、

動
詞
に
続
く
「
よ
り
や
が
て
」
に
私
見
を
加
え
て
み
る
と
次
の

よ
う
に
な
る。

そ
う
し
た
状
態
が
発
現
す
る
「
時」
に
支
配
さ
れ
た
前
提
条

件
に
よ
っ
て、

「
よ
り」
は
時
間
的
契
機
を
意
味
し
て
い
き、

「
や
が
て
」

で
「
継
続
し
て
す
ぐ
に
」
次
の
状
態
が
起
っ
た
形
に
な
っ
て
い
る。
そ
し
て、

絶
対
尺
度
で
考
え
れ
ば
時
間
の
幅
が
存
在
す
る
は
ず
の
二
つ
の
事
象
で
あ
っ

て
も、

作
者
の
内
的
尺
度
で
は
暗
黙
の
論
迎
が
図
ら
れ
時
間
の
幅
は
捨
象
さ

れ
る
の
で
あ
る。

ま
た、

「
荘
ろ
ヽ
よ
り」
や
「
名
を
聞
く
よ
り」
に
見
ら

れ
た
曰
境
の
変
化
か
ら
観
念
化
へ
の
転
換
を
図
る
作
用
は
注
目
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う。

次
に
名
詞
に
続
く
も
の
を
考
え
て
い
く。

伶
思
ふ
こ
と
み
な
つ
き
果
る
今
宵
よ
り
頓
て
名
越
の
設
を
ぞ
す
る

（
大
爪
三
位
渠
「
水
無
月
は
ら
へ
」
）

⇔
如
何
せ
む
思
ひ
初
め
つ
る
涙
よ
り
聾
て
千
入
の
色
に
出
で
な
ば

（
続
古
今
集

恋
―

1
0
二
八

前
左
兵
衛
怪
教
定）

砂
里
の
あ
ま
の
仮
初
な
り
し
契
よ
り
頓
て
み
る
め
の
使
り
を
ぞ
と
ふ

（
新
後
撰
染

恋
三

一
〇
五
二
）

(
It
11
し
く）
京

⑲
や
ま
ふ
か
く
け
ふ
な
れ
そ
む
る
あ
ら
し
よ
り
や
が
て
は
げ
し
く
あ
ろ
、

注
七

雪
か
な

（
風
菜
和
歌
集

四
一
八

め
も
あ
は
ぬ
の
右
大
臣）

固
人
め
よ
り
嗅
て
か
れ
に
し
我
宿
の
浅
茅
が
紺
ぞ
む
す
ほ
ヽ
れ
行
く

（
続
拾
迫
集

冬

四
0
九

土
御
門
院
御
製）

E
浮
枕
結
び
も
果
て
ぬ
夢
路
よ
り
や
が
て
う
つ
A
に
か
へ
る
波
か
な

（
新
拾
遺
集

澱
旅

八
三
五

平
行
氏）

国
飛
烏
川
変
ろ
つ
ら
さ
の
う
き
願
よ
り
や
が
て
涙
の
淵
と
な
り
ぬ
る

（
新
続
古
今
集

恋
四

一
三
六
六

前
中
納
言
為
秀）

⇒
袖
ぬ
れ
し
そ
の
夜
の
雨
の
名
残
よ
り
や
が
て
昭
せ
ぬ
五
月
雨
の
空

（
玉
菓
染

恋
四

一
六
一
八

俊
成）

同
い
か
に
せ
む
其
梅
雨
の
名
残
よ
り
頓
て
を
や
ま
ぬ
袖
の
雫
を恋

百
十
首）

（
山
家
集
下

固
し
た
ひ
も
の
と
け
て
も
な
れ
ぬ
な
C
り
よ
り
や
が
て
ぬ
る
夜
の
ゆ
め
も

む
す
ば
ず

（
風
菜
和
歌
渠

恋
一

八
三
四

よ
そ
の
思
ひ
の
み
か
ど
の
御
歌）

⇔
＼
⑪
に
お
い
て、

そ
の
名
詞
に
は、

「
み
な
つ
き
果
る
」
「
思
ひ
初
め
つ

｀
る
」
「
仮
初
な
り
し
」
「
け
ふ
な
れ
そ
む
る
」
等、

「
そ
う
し
た
時」
と
い

う
時
間
性
が
掛
っ
て
い
る。
し
た
が
っ
て
「
よ
り」
は
こ
の
よ
う
な
始
点
乃

至
は
終
点
と
い
う
時
間
性
を
有
す
ろ
状
態
を
箭
め
て
受
け
て
い
る
と
考
え
る

べ
き
で、

秋
へ
の
期
待
や
恋
の
思
い
の
急
速
な
裔
閲
り、

冬
の
空
揆
様
の
激

し
さ
と
そ
れ
に
絡
ん
だ
不
安
定
な
心
情
な
ど
が
一
囮
強
調
さ
れ
る
と
思
う。

四
に
つ
い
て
解
釈
し
て
い
け
ば、

ま
ず
「
か
れ
ろ」
は
「
人
が
離
れ
る
」
と

「
草
が
枯
れ
る
」
の
掛
詞
で
あ
る。
し
た
が
っ
て、

「
人
の
出
入
り
が
な
く

な
っ
て
以
来
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
我
宿
の
浅
茅
も
枯
れ、

そ
こ
に
岱
が
降
り
て

い
く
よ
う
に
私
の
心
も
鬱
屈
し
て
い
く」
と
言
菓
を
補
っ
て
訳
さ
れ
よ
う。

こ
れ
は、

「
よ
り
や
が
て」
を
技
巧
的
に
使
っ
て、

有
為
転
変、

人
事
の
冬
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と
自
然
の
冬
と
い
う
情
と
景
を
絡
ま
せ
た
抒
情
的
な
一

首
に
な
っ
て
い
る。

口
は
旅
衷
の
悶
々
と
し
た
状
態
の
ま
ま
眠
ら
れ
ず
す
ぐ
に
目
党
め
る
こ
と
で、

国
の
「
よ
り
や
が
て
」
は
飛
鳥
川
の
瀕
と
淵
の
変
転
極
ま
り
な
い
OO
係
を
象

徴
的
に
表
す
働
き
を
し
て
い
る。

こ
れ
ら
空
間
を
示
す
「
夢
路」

「
う
き

願」

は
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
「
う
つ
ヽ
」
や
「
涙
の
淵」
に
な
る
の
で

あ
っ
て、

「
よ
り」
に
「
其
処
か
ら」

と
い
う
移
動
の
出
発
点
を
表
す
意

味
を
持
た
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

回
国
は、

五
月
雨
（
梅
雨）

が
継
続
的

に
降
る
状
態
を
描
き
な
が
ら、

そ
れ
は、

成
就
さ
れ
得
な
か
っ
た
恋
の
静
観

や
愁
訴
な
ど
の
程
度
の
深
さ
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る。

固
も
否
定
さ
れ

た
恋
の
状
態
が
そ
の
ま
ま
次
の
状
態
に
栂
き
繋
が
っ
て
い
る。

こ
れ
ら
は、

「
名
残」
に
よ
っ
て、

否
定
さ
れ
た
過
去
の
状
態
が
そ
の
ま
ま
残
る
こ
と
が

示
さ
れ、

「
よ
り
や
が
て
」

以
下
に
描
か
れ
る
現
在
の
状
態
も
あ
の
時
と
変

わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る。

即
ち
永
遠
に
叶
え
ら
れ
な
い
悲
恋
を
暗
示
し
た

表
現
だ
と
言
え
る。

こ
の
よ
う
に
名
詞
に
続
く
場
合、

そ
の
名
詞
が
た
と
え・
空
間
を
表
す
も

の
で
あ
っ
て
も、

時
閻
性
を
帯
び
た
状
態
に
あ
る。

そ
し
て、

「
よ
り
」
が

続
く
こ
と
で
時
問
性
は
活
性
化
さ
れ、

「
や
が
て
」

以
下
継
続
し
て
次
の
状

態
に
移
っ
た
と
い
う
仕
立
て
な
っ
て
い
る。

ま
た、

「
や
が
て
」

を
挟
ん
だ

二
つ
の
事
象
に
は
早
か
れ
遅
か
れ
連
続
性
が
認
め
ら
れ、

本
来
な
ら
ば
時
間

の
幅
が
存
在
す
ぺ
き
変
化
も、

引
き
続
い
て
起
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り、

そ
れ
は、

表
現
効
果
と
い
う
点
か
ら、

「
や
が
て
」

の
含
む
べ
き
時
間
の
幅

が
捨
象
さ
れ
た
の
で
あ
る。

こ
う
い
っ
た
「
よ
り
や
が
て
」

の
例
を、

動
詞

に
続
く
も
の
も
含
め
て、

敗
文
に
二
、

三
見
ら
れ
た
の
で
次
に
掲
げ
て
お
く。

姫
宮
は、

あ
や
し
か
り
し
こ
と
を、

お
ぽ
し
歎
き
し
よ
り、

や
が
て
例
の

さ
ま
に
も
ぉ
は
せ
ず、

な
や
ま
し
く
し
給
へ
ど
：·

（
源
氏
物
語
四

若
菜
下

一
八
九
頁）

深
き
過
も
な
き
に、

見
合
せ
奉
り
し
夕
の
程
よ
り、

や
が
て
か
き
乱
り・・・

（
同
四

柏
木

ニ
ニ
八
頁）

斯
く
し
つ
つ、

此
れ
よ
り
や
が
て
高
野
の
御
山
へ
上
つ
て、

頭
を
そ
り
て

本
意
の
と
と
く
な
む
行
ひ
け
り

（
発

注
八

心
果

巻
一

「
六、

高
野
の
南
に、

筑
紫
上
人、

出
家
登
山
の
事」
）

さ
て、

こ
こ
で
和
歌
に
お
け
る
「
よ
り」

が
承
接
す
べ
き
状
態
に
つ
い
て

注
目
し
て
お
き
た
い
が、

赤
羽
学
先
生
は
「
芭
蕉
俳
句
の
象
徴
性」

（
墾
道

第
七
号
昭
和
五
十
六
年
九
月）

で
新
古
今
時
代
の
歌
を
挙
げ、

体
言
を
承
接

す
る
「
よ
り」

の
特
殊
な
用
法
に
つ
い
て
触
れ
て
お
ら
れ
ろ。

浦
人
の
日
も
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
な
る
み
が
た
か
へ
る
袖
よ
り
千
烏
嗚
な
り注九

（
新
古
今
集

冬

六
五
0

権
大
納
言
通
光
「
お
な
じ
所」
）

や
ま
人
の
う
た
ひ
て
か
へ
る
夕
よ
り
に
し
き
を
い
そ
ぐ
み
ね
の
も
み
ぢ
葉

（
定
家

関
白
左
大
臣
家
百
首

紅
葉

一
四一
二
七）

一

般
に
「
か
へ
る
袖
よ
り
」
は
「
返
る
袖
」
と
し
て、

千
烏
の
嗚
き
声
が
翻

る
袖
と
い
う
空
閻
を
通
っ
て
闘
え
て
く
る
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る。

赤

羽
先
生
は
定
家
の
歌
を
引
い
て
時
間
的
な
解
釈
を
試
み
て
お
ら
れ
る。

「
浦

人
が
夕
恐
に
帰
っ
て
し
ま
っ
て、

そ
れ
よ
り
後
の
佗
し
さ
を
表
現
し
た
こ
と

に
な
り、

作
者
の
気
分
は
余
惰
と
し
て
揺
曳
す
る。
・・・・・・
そ
の
声
を
通
し
て、
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作
者
の
心
情
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
ろ
点
で
極
め
て
象
徴
的
で
あ
る
」
と

ニ

言
わ
れ
る。
千
烏
は
夕
暮
に
浦
人
の
帰
路
と
共
に
箱
き
始
め、
浦
人
が
面
面

．

を
去
っ
た
後
も
夜
更
く
る
に
つ
け
関
き
続
け
る。
夜
の
千
烏
の
嗚
き
声
は
そ

の
姿
が
見
え
な
い
だ
け一
唇
哀
切
に
海
浜
に
響
く。
こ
の
よ
う
な
佗
し
さ
こ

そ
作
者
が
鳴
海
潟
に
投
影
す
る
心
情
な
の
で
あ
ろ
う。
定
家
の
歌
で
は、
空

間
か
時
間
か
と
い
う
点
に
は
閤
阻
は
な
か
ろ
う。
「
夕」
と
は
山
人
が
歌
い

な
が
ら
怖
路
に
就
く
時
刻
で
あ
り、
ま
た
楽
の
紅
菓
が
赤
く
染
ま
る
時
で
も

あ
る。
同一
時
間
に
捉
え
ら
れ
る
二
つ
の
現
象
を
表
現
し
た一
首
な
の
で
あ

．
ろ
う。
「
に
し
き
を
い
そ
ぐ」
紅
菜
の
擬
人
化
も
山
人
の
動
作
に
照
応
す
る。

し
か
し、
「
紅
菓」
の
図
詠
と
し
て
一
首
の
主
題
は、
山
人
の
視
党
と
は
無

関
係
に
夕
日
に
照
り
映
え
る
紅
策
に
あ
る。
山
人
の
姿
は
消
え、
夕
日
と
共

に
存
在
す
る
紅
策
の
鮮
や
か
さ
こ
そ
図
の
本
意
の
表
現
で
あ
る。

「
よ
り」
は
あ
る
起
点
を
表
す
助
詞
で
あ
る
が、
そ
の
起
点
が
明
ら
か

に
時
と
考
え
ら
れ
る
も
の
だ
け
で
な
く、
状
態
性
の
掛
っ
た
空
間
な
ら
ば、

そ
の
状
態
が
指
向
す
る
時
間
性
を
「
よ
り」
が
活
性
化
し、
「
よ
り」
以
下

そ
の
時
以
後
の
状
況
を
詠
ん
で
い
く
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
ろ。
「
よ
り

や
が
て」
と
続
く
と
き
も、
前
捉
と
な
る
事
象
が
何
ら
か
の
形
で
時
間
性
を

指
向
し
得
る
も
の
で
あ
る
場
合、
「
よ
り」
に
よ
っ
て
時
間
性
の
活
性
化
が

図
ら
れ、
そ
れ
に
続
く
「

や
が
て」
も
速
時
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
多
く、
時
間
上
の
効
果
が
強
潤
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う。

（
拾
玉
巣

花
月
百
首
「
月」
）

こ
の一
首
は
次
の
「
古
今
渠」
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る。

夏
と
秋
と
行
き
か
ふ
そ
ら
の
通
路
は
か
た
へ
す
ゞ
し
き
風
や
ふ
く
ら
む

（
古
今
染

夏
l

六
八

「

み
な
月
の
つ
C
も
り
の
日
よ
め
る」
）

「
空
の
通
路」
に
は、
行
く
夏
と
来
る
秋
の
季
節
が
行
き
述
う
と
い
う
の
で

あ
る
が、
秋
は
風
の
気
配
に
よ
っ
て
察
せ
ら
れ
る。
「
古
今
集」
の
歌
は
夏

部
の
最
後
に
訊
か
れ、
「
明
日
か
ら
は
秋」
と
い
う
期
待
は
大
き
い。
そ
の

期
待
を、
「
空
の
通
路
の
片
側
に
は
涼
し
い
秋
風
が
吹
い
て
い
る
こ
と
だ
ろ

う」
と
夏
と
秋
と
の
対
四
で
1

つ
の
輿
趣
に
仕
立
て
て
い
る
と
思
う。

一
方
慈
円
の
歌
は、
「
月」
の
第一
首
目
で、
陰
懸
七
月
三
日
の
三
日
月

と
考
え
ら
れ
る
た
め、
昭
の
上
で
は
今
や
当
然
秋
で
あ
る。
そ
し
て、
「
月」

の
起
詠
と
し
て
一
首
の
モ
チ
ー
フ
は、
微
か
な
三
日
月
の
気
配
に
よ
っ
て
秋

の
到
来
を
視
党
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う。
し
た

が
っ
て、
作
者
が
感
知
し
た
「
三
日
月
の
仄
め
き
初
む
る
垣
ね
」
が
そ
の
ま

日
月
の
仄
め
き
初
む
ろ
垣
ね
よ
り
頓
て
秋
な
る
空
の
通
路

「
よ
り
や
が
て」
を
使
っ
た
欧
で、
定
家
の
歌
と
構
造
的
に
類
似

「
三
日
月
の
仄
め
き
初
む
る
垣
ね
よ
り
頓
て」
と
詠
ん
だ
慈
円
の一

首
が
あ
る。
慈
円
の
歌
は
建
久
元
年
（―
-
九
0)
薩
涼
良
経
主
催
の
「
花

月
百
首」
の
も
の
で、
「
院
句
遁
五
十
首」
の
詠
ま
れ
た
お
よ
そ
十
年
前
に

あ
た
る。

さ
て、

し
て、
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ま
秋
だ
と
い
う
の
で
あ
っ
て、

垣
根
か
ら
風
が
通
う
あ
た
り
ま
で
季
節
は
進

行
し
て
い
な
い。

実
際
「
空
の
通
路」
と
は
風
が
吹
く
こ
と
に
よ
っ
て
消
え

失
せ
ろ
想
像
上
の
事
物
で
あ
る。

「
古
今
集」
の
歌
と
て、

「
空
の
片
側
で

は
風
が
吹
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
て
み
る
の
も、

そ
れ
ほ
ど
秋
が
待

た
れ
る
と
い
う
誇
張
に
他
な
ら
な
い。

慈
円
は、

垣
根
に
三
日
月
が
仄
め
い

た、

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
秋
で
あ
る
と
い
う
実
景
の
認
知
か
ら、

そ
の
両
者
を

心
の
目
で
結
び、

こ
れ
を
片
側
に
は
秋
風
が
吹
い
て
い
る
と
い
う
「
空
の
通

路」
と
想
定
し
た。

そ
し
て
垣
根
の
内
側
に
居
ろ
作
者
の
意
識
と
し
て
は、

そ
の
う
ち
垣
根
か
ら
風
が
通
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
感
よ
り
も、

秋
に
入
っ

た
と
は
い
え、

昨
日
ま
で
は
何
で
も
な
か
っ
た
は
ず
の
垣
根
越
し
に
今
宵
は

三
日
月
が
仄
め
い
た、

あ
あ
秋
で
あ
る
よ、

と
い
う
実
感
の
方
が
強
い。

例

え
ば
次
の
歌、

み
そ
ぎ
川
夜
や
更
け
ぬ
ら
む
あ
さ
露

の割寸
秋
な
る
道
芝
の
上

（
千
五
百
番
歌
合

夏
三

五
百
十
七
番
左

宮
内
卿）

の
よ
う
に、

水
無
月
祓
の
夜
更
け
を
待
ち、

明
朝
の
道
芝
を
想
像
し、

そ
こ

に
降
り
た
「
あ
さ
露」
が
す
な
わ
ち
秋
の
到
来
だ
と
確
定
す
る
作
者
の
心
情

に
似
て
い
る。

ま
た、

垣
根
に
つ
い
て
「
拾
遣
集」
に
季
節
を
隔
て
て
い
く

も
の
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る。

わ
が
宿
の
垣
ね
や
春
を
隔
つ
ら
む
夏
き
に
け
り
と
み
ゆ
ろ
卯
の
花

（
拾
過
果

夏

八
十

順）

順
は、

卯
の
花
が
垣
根
に
咲
い
た
状
態
に
夏
の
到
来
を
見、

何
で
も
な
い
我

宿
の
垣
根
が
春
と
夏
を
区
切
る
季
節
の
「
垣
根」
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
知

的
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る。

慈
円
の
歌
で
は、

垣
根
の
状
態
に
「
仄
め

き
初
む
る
」

時
間
が
付
与
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る。
そ
し
て
前
述
し
た「
月

（
第
一

首
目）

の
題
詠
と
し
て
の
慈
円
の
意
識
を
合
せ
て
考
え
て
み
ろ
な

ら
ば、

「
よ
り」
は
垣
根
の
時
間
的
な
修
飾
状
態
を
受
け
て
い
る
と
思
う
の

で
あ
る。

そ
の
も
の
と
し
て
は
何
で
も
な
い
垣
根
が、

こ
の
時
季
節
の
変
化

の
象
徴
と
な
る。

以
上
の
こ
と
か
ら
慈
円
の
一

首
は、

「
三
日
月
が
垣
根
越

し
に
仄
め
き
初
め
た。

あ
あ、

秋
で
あ
る
よ、

そ
こ
に
は
空
の
通
路
が
で
き

て
い
る
」
と
解
釈
さ
れ
よ
う。

「
よ
り
や
が
て
」

を
挟
ん
だ
二
つ
の
事
象
の

関
係
は、

突
景
を
そ
の
ま
ま
観
念
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

そ
の
実
景

と
は、

「
仄
め
き
初
む
る
」

微
妙
な
一

瞬
で
あ
り、

「
よ
り
や
が
て
」
は
実

景
を
固
定
し、

「
秋
な
る
」
と
い
う
認
識
へ
の
ポ
ー
ズ
含
み、

認
識
は
さ
ら

に
想
像
を
生
む。

非
常
に
浪
漫
的
な
一
首
で
あ
る。

慈
円
の
歌
で
は、

外
形
上
空
間
を
表
す
名
詞
に
続
く
「
よ
り」
で
あ
ろ

が、

作
者
の
心
理
を
考
え
れ
ば
そ
の
空
間
を
修
飾
す
る
状
態
を
受
け
て
い
る

と
見
倣
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た。

そ
の
た
め、

空
間
と
時
間
性
と
を
逆
置
し

て
解
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る。

定
家
が
「
よ
り
や
か
て
」

を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
「
院
句
題
五
十
首」
の
他、

も
う
一

例
見
え
ろ。

な
つ
す
き
ぬ
と
お
も
ふ
は
か
り
の
あ
さ
け
よ
り
や
か
て
み
た
る
ヽ
袖
の
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（
拾
遺
愚
草
員
外
雑
謁

三
一
八
五）

一
首
の
意
味
は、

「
夏
が
過
ぎ
た
な
と
思
う
ほ
ど
の
朝
明
け
だ
っ
た
が、

そ

う
し
た
思
い
は
す
ぐ
に
乱
れ
る
よ
う
に
露
も
袖
に
降
り
て
い
る、

秋
は
こ
ん

な
に
深
い
の
か
」
と
な
る。

朝
明
け
の
ひ
ん
や
り
し
た
涼
し
さ
に
よ
っ
て、

意
識
の
上
か
ら
夏
は
だ
ん
だ
ん
過
去
の
も
の
と
な
る。

そ
し
て
同
時
に
朝
明

け
と
は、

秋
の
毀
物
で
あ
る
露
が
降
り
る
時
で
も
あ
る。

昨
日
ま
で
は
朝
明

け
に、

過
ぎ
去
る
夏
だ
け
を
意
識
し
て
い
た
も
の
を、

今
日
は
そ
れ
に
加
え

て、

「
袖
の
露」
に
秋
の
深
ま
り
を
党
え
た
の
で
あ
っ
た。

垣
根
と
同
じ
く

朝
明
け
も
時
節
の
節
目
を
表
す
と
い
う
意
義
を
担
っ
て
お
り、

「
よ
り
や

か
て
」
は
「
な
つ
す
き
ぬ
」
と
い
う
四
策
の
底
に
潜
む
秋
の
到
来
を、

「
袖

の
露」
と
い
う
形
で
具
象
化
す
る
も
の
な
の
で
あ
る。

そ
し
て、

昨
日
ま
で

夏
の
過
去
化
が
同
時
に
秋
の
深
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
意
誨
し
て
い
な
か
っ
た

心
理
と
し
て
は、

「
す
ぐ
に
」
状
況
の
変
化
へ
と
通
じ
て
い
く
も
の
な
の
で

あ
ろ
う。
一
方
こ
の
歌
で
は
「
お
も
ふ
」
「
み
た
る
」

「
袖
の
露」
が
別
れ

の
恋
の
緑
語
に
な
っ
て
い
る。

仮
初
め
に
思
い
は
し
た
が、

す
ぐ
に
「
あ
急

すな
わ
ち

別れ
が

訪れ
涙
に
店
れ
る、
と
い
う
恋
の
意
を
絡
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て、

実
感
し
薙
い
秋
の
到
来
と
そ
の
唐
突
な
深
ま
り
と
が
強
閲
さ
れ
て
い
ろ

の
で
あ
る。

さ
て、

定
家
の
「
春
磁」
の
歌
の
構
造
を
第一
句
目
か
ら
探
っ
て
み
よ
う。

ま
ず、

「
春
殴
か
す
み
そ
め
ぬ
る
と
山」
と
初
春
の
本
意
を
伝
統
的
に
詠
う。

き
の
ふ
か
も
あ
ら
れ
ふ
り
し
は
し
が
ら
き
の
と
や
ま
の
か
す
み
春
め
き

春

二

藤
原
惟
成）

に
け
り

露
哉

（
洞
花
集

秋
の
奇

か
ぜ
さ
む
み
ま
だ
竺
き
え
ぬ
し
が
ら
き
の
と
や
ま
か
す
み
て
春
は
き
に

け
り

（
続
古
今
簗

春
上

十

中
務
瘤
親
王）

鶯
の
谷
の
と
出
で
し
朝
よ
り
外
山
の
か
す
み
た
ヽ
ぬ
日
も
な
し

（
新
拾
遺
渠

春
上

ニ
ニ

大
納
言
師
賢）

な
ど、

外
山
に
霰
が
た
っ
と
い
う
こ
と
は
一
年
単
位
に
捉
え
る
春
と
い
う
季

節
の
到
来
を
視
党
に
知
ら
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る。

定
家
自
身
窃
て

い
つ
し
か
と
ヽ
山
の
か
す
み
た
ち
か
へ
り
け
ふ
あ
ら
た
ま
る
は
る
の
あ

け
ほ
の

（
仁
和
寺
宮
五
十
首

春

一
六
二
九）

と
詠
ん
で
い
る。
こ
れ
ら
は、

外
山
が
前
述
し
た
垣
根
や
朝
明
け
と
同
様
に、

時
と
関
る
こ
と
で
季
節
の
悦
目
と
い
う
微
妙
な
一
瞬
を
表
現
し
得
ろ
空
間

と
し
て
の
意
義
を
持
つ
こ
と
の
例
で
あ
る。

そ
し
て、

先
の
慈
円
の
歌
の
よ

う
に、

「
春
綬」
の
歌
に
お
け
る
「
よ
り」
は
「
と
山」
を
修
飾
し
て
い
る

時
閥
を
受
け
て
い
る
と
考
え
た。

「
春
困
が
外
山
に
か
す
み
は
じ
め
る
と
す

ぐ
に
」
と
逆
四
し
て
訳
し、

在
困
が
た
つ
や
否
ゃ
心
理
的
に
次
の
現
象
が
生

起
し
た
と
考
え
る
万
が、

花
に
対
す
る
団
極
的
な
心
を
表
す
「
初
春
待
花」

の
頌
意
に
切
実
に
迫
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

そ
れ
で
は
な
ぜ
歌
そ
れ
自
体

を、

「
春
殴
と
山
に
か
す
み
そ
む
る
よ
り」
（
あ
る
い
は
「
三
日
月
の
垣
根

に
仄
め
き
そ
む
る
よ
り」
）

と
詠
わ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
頌
が
生
じ
る。

「
初
春
待
花」
や
「
月」
第
一
首
目
の
図
詠
に
対
し
て
は、

「
春
ね
か
す
み

そ
め
ぬ
ろ
」
「
三
日
月
の
仄
め
き
初
む
る
」
と
い
う
春
を
知
ら
せ
る
朴
祖
や

秋
の
主
図
で
あ
る
三
日
月
の
出
現
こ
そ
が
歌
の
契
機
に
な
る
と
思
う。

そ
れ

を
特
に、

「
ど
こ
に
」
と
場
所
を
指
定
す
る
の
は、

そ
れ
ら
を
定
位
す
る
こ
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と
で
初
春
や
初
秋
の
確
実
な
実
景
と
し、

下
句
に
続
く
観
念
の
世
界
と
の
重

屈
を
図
る
た
め
か
と
思
わ
れ
る。

外
山
や

垣
根
は、

初
春
あ
る
い
は
初
秋
の
本

意
を
表
現
し
得
る
点
景
な
の
で
あ
る
が、

こ
れ
ら
を
用
い
る
必
然
性
は、

前

述
の
よ
う
に
そ
の
空
間
に
内
包
さ
れ
た
時
間
性
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る。

ま
た、

「
春
霰
」

と
「
と
山」
、

「
三
日
月
」

と
「
垣
根」

と
を
続
け
る
の

で
は
な
く、

「
春
霞」

「
三
日
月」

に
対
し
て、
「
か
す
み
そ
め
ぬ
る
」
「
仄

め
き
初
む
る
」

と
詠
み
込
ん
で
い
く
こ
と
で、

「
：・
初
む
る
」

と
い
う
初
春

や
初
秋
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
尖
鋭
に
表
現
し
得
て
い
る。

定
家
は、

春
霞
が
外
山
に
か
す
み
は
じ
め
る
「
よ
り
や
か
て
」

花
の
面
影

と
い
う
幻
想
を
見
る。

「
待
っ
」

と
い
う
湯
合、

対
象
に
抱
く
期
待
は
大
き

い
。

「
待
花
」

と
は
実
際
は、

「
花
が
咲
く
の
を
待
っ
」

と
い
う
意
味
で
あ

る
が、

花
を
は
じ
め
自
然
物
に
対
す
る
格
別
な
意
識
が
生
ん
だ
日
本
独
自
の

熟
語
な
の
で
あ
る。

類
の
中
に
見
え
る、

「
待
花
」

「
待
郭
公」

「
待
七
夕j

「
待
月」

「
待
雪」

等
は
そ
の
季
節
の
眼
目
と
な
ろ
景
物
を
早
い
時
期
か
ら

心
待
ち
に
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る。

「
待
物」

の
題
で
最
も
中
心
と
な
る

の
は
「
待
恋
」

で
あ
ろ
う
か。

景
物
に
感
惜
を
向
け、

人
事
と
同
じ
よ
う
に

待
た
れ
ろ
と
い
う
こ
と
は、

そ
の
物
に
心
を
認
め
る
有
情
化
の
意
識
が
働
い

て
い
ろ
と
思
う。

「
初
春
待
花」
は
初
春
に
な
る
と
す
ぐ
に
次
に
咲
く
で
あ

ろ
う
花
が
待
た
れ
る
と
い
う
意
で
あ
り、

「
は
じ
め
に
」

で
眺
め
た
よ
う
に、

人
々
は
初
春
の
時
節
に
随
頃
し
て
待
つ
姿
勢
や
心
情
の
継
続
状
態
を
一

首
の

モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
た。

定
家
は
そ
う
い
っ
た
心
持
ち
で
早
く
も
実
景
の
中

に
「
花
の
面
影」

を
見
据
え
て
い
る
の
で
あ
る。

（
続
古
今
巣

待
つ
心
の
強
さ
は
現
実
に
先
立
ち
月
を
見
る。

思
ひ
や
る
心
や
か
ね
て
詠
む
ら
む
ま
だ
見
ぬ
花
の
面
影
に
立
つ

待
月

頼
政）

出
ぬ
ま
の
山
の
あ
な
た
へ
思
ひ
こ
す
心
や
さ
き
に
月
を
見
る
ら
ん

赤
羽
淑
先
生
は、

面
影
と
い
う
点
で、

定
家
が
意
識
し
た
歌
と
し
て
次
の

俊
成
の
一

首
を
指
摘
さ
れ
て
い
る。．
（
「
定
家
に
お
け
る
『
面
影
』
」
ノ
ー

ト
ル
ダ
ム
消
心
女
子
大
学
紀
要
通
巻
第
十
五
号）

面
彩
に
花
の
姿
を
さ
き
だ
て
て
い
く
へ
こ
え
き
ぬ
峯
の
し
ら
く
も

（
新
勅
撰
巣

春
上

五
七

俊
成）

そ
し
て、

俊
成
の
歌
を
も
う
一

首
挙
げ、

次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る。

人
し
れ
ぬ
心
や
か
ね
て
な
れ
ぬ
ら
ん
あ
ら
ま
し
と
と
の
悌
ぞ
た
っ

（
未
対
面
恋

俊
成）

こ
う
あ
り
た
い
と
望
む
こ
と
が
悌
に
な
っ
て
立
つ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う。

面
彩
を
春
の
に
ほ
ひ
に
さ
き
立
て
て
枝
に
し
ら
れ
ね
花
を
見
る
哉

（
千
五
百
番
歌
合

春

百
六
十
二
番
左

保
季）

こ
れ
は
判
詞
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
俊
成
の
歌
の
影
騨
に
よ
る
も
の
で

あ
り、

式
子
内
親
王
の
正
治
百
首
の
中
の
一

首
「
待
っ
程
の
心
の
う
ち
に

咲
花
を
つ
ゐ
に
吉
野
へ
移
し
つ
る
か
な
」

も
待
つ
心
が
作
り
出
し
た
「
面

影
の
花」

で
あ
ろ
。

新
古
今
時
代
の
歌
人
は
「
心
」

と
「
面
影」

の
相
互

関
係
が、

現
実
に
先
行
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る。

注
十

そ
こ
で、

こ
の
よ
う
な
構
想
を
持
つ
題
詠
歌
を
『
明
題
和
歌
全
集
』
を
中
心

に
追
っ
て
み
た。
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（
玉
葉
集

（
風
雅
集

春
中

一

三一
一

長
明
「
花
を
思
ふ
心
を
詠
め
る
」
）

面
影
を
か
す
め
る
雲
に
咲
た
て
ヽ
桜
色
な
る
二
月
の
空

（
m
山
殿
七
百
首

花
面
影

六
条
前
中
納
言）

身
を
さ
ら
ぬ
お
も
か
け
斗
さ
き
だ
ち
て
更
行
月
に
人
そ
つ
れ
な
き

目
前
待
恋

関
白
前
太
政
大
臣
）

面
か
け
を
待
い
つ
ろ
月
に
さ
き
た
て
ヽ
み
る
空
も
な
く
ふ
く
る
よ
は
哉

（
延
文
五
十
五
夜
御
会

月
前
待
恋

為
明）

定
家
以
後
の
作
品
も
含
む
が
、

思
い
の
強
さ
で
而
影
の
花
ゃ
面
彩
の
人
を
見

．
る
と
い
う。ハ
タ
ー
ン
で
あ
ろ
。

さ
て
、

定
家
の
歌
も
「
待
花
」

の
心
が
現
実
の
開
花
に
先
立
ち
「
面
彩
の

花
」

を
創
造
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う。
一

方、・

ニ
つ
の
事
象
を
継
続
的

因
果
oo
係
と
し
て
結
ぶ
「
よ
り
や
が
て
」

の
機
能
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば、

待
つ
心
に
誼
な
っ
て
「
か
す
み
そ
め
ぬ
る
」

初
存
の
実
景
も
而
彩
を
生
む
契

機
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
そ
ふ
」

と
は
「
あ
る
も
の
に
対
し
て
別
の
も

の
が
つ
け
加
わ
る
」

（
日
本
因
語
大
辞
典
）

と
い
う
意
で
あ
る
。

当
一

首
で

は
、

因
に
花
の
面
彩
が
立
ち
添
っ
て
お
り、

し
た
が
っ
て
、

霞
を
花
の
面
彩

と
見
る
、

所
謂
見
立
て
と
は
提
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、

結
果
と
し
て
春
困

と
花
の
面
影
が
立
ら
並
ぶ
よ
う
に
見
え
て
も、

両
者
に
は
現
突
と
幻
想
と
い

う
位
相
の
述
い
が
あ
り、

ま
た
「
そ
ふ
」

の
意
味
か
ら
そ
れ
ら
の
動
き
に
も

時
問
的
な．
ス
レ
が
あ
る
は
ず
で
あ
ろ
。

慈
円
の
歌
に
お
い
て
「
や
が
て
」

に

は
実
景
を
践
念
的
に
認
識
す
る
と
い
う
ポ
ー・
ス
を
説
み
と
っ
た
が
、

「
三
日

月
の
仄
め
き
初
む
る
垣
ね
」

が
そ
の
ま
ま
秋
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
論
理
の
屈

折
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

定
家
の
歌
で
は
、

実
景
に
面
影
と
い
う
幻
輝
を
浮

ペ
て
、

題
意
を
よ
り
積
極
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

定
家
の
面
影
に

は
格
別
な
意
義
が
あ
る
こ
と
は、

赤
羽
淑
先
生
が
惰
細
に
説
か
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

面
彩
は
記
樟
像
や
想
像
力
な
ど
意
識
の
中
に
潜
在
し
て
い
る
も
の
が
、

現

実
的
な
き
っ
か
け
で
感
党
的
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
。

面
影
は
定

家
に
お
い
て
は
拶
想
（
意
識
的
な
郎夕）

で
あ
り、

そ
れ
は
自
然
の
中
に
も

意
器
の
中
に
も
共
通
し
て
潜
在
し
て
い
る
像
を
感
党
的
に
よ
び
お
こ
す
心

の
作
用
で
あ
る
。

（
前
掲
論
文）

「
待
花
」

と
し
て
有
惜
化
さ
れ
た
花
な
の
で
は
あ
る
が
、

「
初
春
待
花
」

に

お
い
て
は、

初
春
の
景
物
に
従
い
、

時
固
の
継
続
の
う
ち
に
待
っ
と
い
う
受

動
的
な
歌
の
仕
立
て
が
常
套
的
な
方
法
で
あ
っ
た
。

ま
た
、

「
面
影」

と
し

て
視
党
化
さ
れ
る
時
も、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
悩
れ
の
対
象
に
留
ま
り、

「
心

が
前
も
っ
て
眺
め
る
か
ら
」

や
「
先
立
て
て
み
る
か
ら
」

な
ど
の
花
に
対
す

る
思
い
入
れ
を
前
捉
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
。

定
家
の
牧
は
、

「
待
花
」

の

心
が、

春
辺
が
外
山
に
か
す
み
は
じ
め
た
と
い
う
現
実
を
契
機
に
し
て、
「
や

か
て
」

以
下
「
花
の
而
彩
」

と
い
う
幻
想
を
見
出
し
た
形
で
あ
ろ
。

「
と
山

よ
り
や
か
て
た
ら
そ
ふ
」

と
続
け
た
の
は、

実
景
の
奥
に
韮
な
っ
て
、

「
花

の
面
影
」

が
見
え
る
と
い
う
意
誰
が
拗
い
て
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う。

つ
ま
り、

「
春
因
か
す
み
そ
め
ぬ
る
と
山
」

と
「
初
春
」

の
実
仮
を
確
実
に
描
き
な
が

ら
も、

「
待
花
」

と
い
う
心
情
が
春
m
の
出
現
に
よ
っ
て
、

定
家
の
歌
批
界

に
花
を
面
影
と
し
て
存
在
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

定
家
は
、

持
続
的
行
為
（
心
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注
六

注
五

注
四

・
注 注

行）

・:ク'

ー

ー

情）
で
あ
る
「
待
つ」
を、
面
影
と
し
て
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
切
り
詰
め
て
い
る。

そ
し
て、
「
春
霞」
の
実
棗
と
「
面
彩」
と
い
う
幻
を
接
続
す
る
「
よ
り
や

か
て」
に
よ
っ
て、

単
に
実
景
か
ら
幻
が
想
起
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く、

英
致
と
幻
は
オ
ー
パ
ー
ラ
ッ
プ
さ
れ、
両
者
が
表
衷一
体
と
な
る
こ
と
で、

美
的
存
在
感
は
一
涸
鮮
烈
に
な
る
の
で
あ
る。

定
家
は
「
初
春」
と
「
待
花
j

と
い
う
現
実
と
心
情
と
を
「
よ
り
や
か
て」
に
よ
っ
て
止
揚
し、
当一
首
を

幻
想
的
な
象
徴
歌
に
ま
で
追
求
し
た
の
で
あ
る。

「
本
意
と
本
情」
三
四
五
頁
（
岡
崎
義
思
氏
著
『
古
典
文
芸
の
研

宝
文
館

昭
和
三
十
六
年
三
月
発
行
所
収）

究
』

定
家
の
歌
は
赤
羽
淑
先
生
編
著
『
藤
原
定
家
全
歌
集
』
（
笠
間
困

院

昭
和
五
十
三
年
三
月
発
行）
を
引
き、

和
歌
の
表
記
及
び
歌

番
号
も
こ
れ
に
拠
る。

樋
口
芳
麻
呂
氏
「
述
仁
元
年
仙
詞
句
図
五
十
首
と
そ
の
成
立
」（
愛

昭
和
三
十
八
年
三
月
発
行）

知
学
芸
大
学
研
究
報
告
第
十
二
巣

の

校本
に
拠
る。

正
宗
敦
夫
氏
校
訂
『
駁
来
名
義
抄
』
（
風
間
笞
因

六
月
発
行）

日
本
古
典
全
苔
本
『
源
氏
物
語
』
に
拠
る。

永
田
信
也
氏
「
『
や
が
て
』
の
意
味
と
そ
の
変
退」
（
国
語

困文

研
究
第
七
号、

北
海
道
大
学
国
文
学
会

昭
和
五
十
七
年
二
月
発

昭
和
三
十
年

本
栖
を
論
ず
る
に
あ
た
り、

赤
羽
学
先
生
の
御
指
芍
を
い
た
だ
き
ま
し
た。

こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す。

注
十

注
八

注
九

注
七
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昭
和
五
十一

「
風
策
和
歌
巣」
（
久
曾
神
昇、
樋
口
芳
麻
呂、

藤
井
隆
氏
校
訂

『
物
語
和
歌
総
覧』

風
間
苔
房

昭和四

十九

年六
月
発
行
所
収）

新
潮
日
本
古
典
集
成
本
『
方
丈
記

発
心
集
』
に
拠
ろ。

新
古
今
和
歌
巣」
冬
六
四
九
番
歌
の
詞
祖
「
最
勝
四
天
王
院
の
阻

子
に
開
海
の
浦
か
き
た
る
所」
を
受
け
て
い
る。

三
村
晃
功
氏
囮
『
明
図
和
歌
全
集
』
（
福
武
書
店

年
二
月
発
行）

（
岡
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）
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