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『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
歌
語
注
釈
の
方
法

家　

永　

香　

織

は
じ
め
に

近
時
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』『
疑
開
和
歌
抄
』
な
ど
従
来
知
ら
れ
な
か
っ
た
作
品
が
紹
介
さ
れ
た
が
、「
四
条
大
納
言
歌
枕
」
を
は
じ
め
と

し
て
逸
文
し
か
残
ら
な
い
歌
学
書
は
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
あ
く
ま
で
も
現
存
す
る
文
献
に
限
っ
て
の
指
摘
と
な
る
が
、『
歌
経
標
式
』

『
喜
撰
式
』
あ
る
い
は
「
四
条
大
納
言
歌
枕
」『
能
因
歌
枕
』
と
い
う
呼
称
が
示
す
よ
う
に
、
初
期
の
歌
学
書
は
歌
体
論
・
歌
病
論
が
中
心
の

「
式
」
で
あ
り
、
平
安
中
期
に
は
和
歌
に
詠
ま
れ
る
地
名
の
集
成
や
歌
語
注
釈
を
主
体
と
す
る
歌
枕
が
編
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
）
1
（

。
そ
し
て
院

政
期
に
至
り
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』『
隆
源
口
伝
』『
綺
語
抄
』
等
よ
り
詳
細
な
歌
語
注
釈
書
が
陸
続
と
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
歌
体
・
歌
病
を
論
じ
、
詠
歌
技
法
・
題
詠
論
・
秀
歌
論
な
ど
の
詠
歌
理
論
を
展
開
し
、
歌

話
を
語
り
つ
つ
歌
語
や
和
歌
そ
の
も
の
の
注
釈
も
す
る
。
先
行
歌
学
書
が
取
り
上
げ
な
か
っ
た
連
歌
も
多
数
収
載
す
る
）
2
（

。
当
時
と
し
て
は
画

期
的
な
総
合
的
歌
学
書
と
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
）
3
（

。

本
稿
は
、
そ
う
し
た
総
合
的
内
容
の
中
で
、
歌
語
や
和
歌
に
関
す
る
注
釈
の
部
分
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
部
分
は
『
俊
頼
髄
脳
』
全
体
の

ほ
ぼ
半
量
を
占
め
、
同
時
代
歌
学
書
と
の
重
複
も
多
い
。
語
義
の
注
解
、
歌
語
に
ま
つ
わ
る
逸
話
や
故
事
、
詠
歌
状
況
の
説
明
な
ど
内
容
は
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様
々
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
ま
と
め
て
便
宜
的
に
「
歌
語
注
釈
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
短
連
歌
集
成
記
事
を
挟
み
前

後
に
展
開
さ
れ
る
部
分
で
あ
り
、
日
本
歌
学
大
系
本
で
言
え
ば
、
一
五
五
頁
一
五
行
目
か
ら
一
九
六
頁
四
行
目
（「
歌
語
注
釈
①
」
と
す
る
）

と
、
二
〇
四
頁
六
行
目
か
ら
二
一
三
頁
一
〇
行
目
（「
歌
語
注
釈
②
」
と
す
る
）
に
相
当
す
る
。
以
下
、
こ
の
歌
語
注
釈
部
分
に
つ
い
て
、

様
々
な
角
度
か
ら
そ
の
特
色
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

一　

配
列

後
掲
の
別
表
（
七
九
頁
）
は
、
歌
語
注
釈
部
分
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
歌
語
ご
と
に
、
前
後
項
目
と
の
関
連
、
内
容
、
例
歌
の
出
典
を

整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
項
目
に
複
数
の
歌
語
が
あ
る
の
は
、
例
え
ば
「
に
ほ
鳥
の
か
つ
し
か
早
稲
を
に
へ
す
と
も
そ（
そ
の
）ふ
か
な
し

き
を
外
に
立
て
め
や
は
」
と
い
う
歌
を
あ
げ
る
1
の
よ
う
に
、
複
数
の
歌
語
を
ま
と
め
て
注
解
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
55
の
「
か
つ

み
」
と
「
花
が
た
み
」
や
61
の
「
放
ち
鳥
」
と
「
浜
千
鳥
」
の
よ
う
に
、
類
似
し
た
歌
語
を
関
連
づ
け
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
場
合
も
一
項

目
に
ま
と
め
た
。
太
字
の
見
出
し
は
、
俊
頼
に
そ
の
歌
語
を
詠
ん
だ
作
例
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
4
（

。
内
容
欄
は
凡
例
の
通
り
だ
が
、
明

瞭
な
線
引
き
が
難
し
い
例
も
あ
り
傾
向
を
把
握
す
る
た
め
の
目
安
と
し
て
示
し
た
。
歌
の
出
典
に
関
し
て
は
、
勅
撰
集
と
『
古
今
和
歌
六

帖
』
両
方
に
採
ら
れ
て
い
る
場
合
、
勅
撰
集
名
の
み
を
記
し
た
。

ま
ず
、
配
列
の
特
徴
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
同
時
代
か
ら
鎌
倉
期
成
立
の
歌
語
注
釈
を
含
む
歌
学
書
で
完
本
が
存
す
る
も
の
の
う
ち
、

『
綺
語
抄
』『
和
歌
童
蒙
抄
』
は
類
書
的
分
類
で
あ
り
、『
綺
語
抄
』
は
天
象
部
、『
和
歌
童
蒙
抄
』
は
天
部
か
ら
始
ま
る
。『
奥
義
抄
』『
和
歌

色
葉
』
は
所
収
歌
集
ご
と
に
和
歌
を
あ
げ
て
注
文
を
記
し
て
お
り
、『
奥
義
抄
』
は
『
後
拾
遺
集
』、『
和
歌
色
葉
』
は
「
万
葉
古
歌
付
伊
勢

物
語
六
帖
近
比
歌
」
か
ら
始
ま
る
。『
色
葉
和
難
集
』
は
歌
語
を
い
ろ
は
順
に
配
列
し
、
ま
さ
に
歌
語
辞
典
と
い
う
べ
き
形
式
で
あ
る
。
こ
れ

ら
に
対
し
て
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』『
隆
源
口
伝
』『
袖
中
抄
』
の
配
列
に
は
特
段
の
規
則
性
は
見
出
せ
な
い
。
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『
俊
頼
髄
脳
』
の
歌
語
注
釈
も
ま
た
、
一
貫
し
た
基
準
に
基
づ
く
配
列
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
詳
細
に
調
査
す
る
と
著
者
の
意
図
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
配
列
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
小
峯
和
明
氏
が
中
国
故
事
に
関
す
る
話
群
を
中
心
に
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
）
5
（

、
小
峯

氏
の
言
及
の
な
い
部
分
を
中
心
に
、
幾
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
配
列
の
特
徴
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

〈
1
〜
12
〉

『
俊
頼
髄
脳
』
の
歌
語
注
釈
は
、「
お
お
よ
そ
、
歌
は
、
神
仏
、
帝
后
よ
り
は
じ
め
奉
り
て
」（
歌
人
の
諸
相
）、「
お
ほ
か
た
、
歌
を
詠
ま

む
に
は
、
題
を
よ
く
心
得
べ
き
な
り
」（
題
詠
論
）、「
お
ほ
か
た
、
歌
の
良
し
と
い
ふ
は
」（
秀
歌
論
）
の
よ
う
な
話
題
転
換
を
明
示
す
る
措

辞
の
な
い
ま
ま
、
直
前
の
風
の
名
の
話
題
に
続
け
て
、
前
掲
「
に
ほ
鳥
の
」
の
歌
及
び
「
我
が
宿
の
早
田
刈
り
あ
げ
て
に
へ
す
と
も
君
が
つ

か
ひ
を
返
し
は
や
ら
じ
」
が
唐
突
に
引
か
れ
て
始
ま
る
。
な
ぜ
こ
れ
ら
の
歌
が
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
に
へ
す
」
と
い
う
表
現
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
俊
頼
自
身
と
隆
源
と
の
次
の
よ
う
な
贈
答
歌
で
あ
る
。

　
　

隆
源
阿
闍
梨
七
条
房
に
、
申
べ
き
こ
と
あ
り
て
た
び
〳
〵
ま
か
り
け
る
に
、
い
た

　
　

は
る
事
あ
り
と
て
あ
は
ざ
り
け
れ
は
、
か
み
さ
う
じ
に
か
き
つ
け
侍
り
け
る

こ
り
は
て
ぬ
に
へ
の
は
つ
か
り
あ
さ
に
す
る
や
ど
に
も
あ
ら
で
人
か
へ
し
け
り

　
　

か
へ
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
闍
梨

は
つ
か
り
の
に
へ
の
ひ
る
げ
の
つ
か
な
り
と
ほ
か
け
ぞ
す
べ
き
い
か
ゞ
か
へ
さ
ん

（『
散
木
奇
歌
集
』
雑
上
・
一
二
九
五
・
一
二
九
六
）

こ
の
贈
答
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
語
ら
れ
る
「
に
へ
」
に
関
わ
る
伝
承
を
知
ら
な
け
れ
ば
解
釈
で
き
な
い
。
こ
の
贈
答
の
記
憶
が
未
だ
新
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し
い
時
期
に
『
俊
頼
髄
脳
』
当
該
部
分
が
書
か
れ
た
と
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
。
詠
歌
の
時
期
と
『
俊
頼
髄
脳
』
成
立
の
先
後
は
不
明
で

あ
る
が
、
一
つ
の
推
論
と
し
て
示
し
て
お
き
た
い
。

続
く
2
は
、
1
の
「
に
ほ
鳥
」
と
鳥
で
つ
な
が
る
「
鷹
」
に
関
わ
る
話
題
で
あ
る
。
末
尾
は
「
塚
の
下
に
埋
み
て
け
り
と
ぞ
、
ま
た
人
申

し
け
る
。
い
づ
れ
か
ま
こ
と
な
ら
む
」
と
結
ば
れ
、
同
じ
く
塚
を
話
題
と
す
る
3
に
つ
な
が
る
。
3
と
4
は
夢
告
に
よ
り
何
か
を
知
る
と
い

う
点
で
共
通
し
、
5
は
4
と
同
じ
鳥
の
話
題
で
あ
る
。
5
か
ら
6
は
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
鳥
↓
鼠
と
い
う
動
物
に
よ
る
つ
な
が
り
か
。
6
と

7
は
、
月
↓
雲
の
天
象
に
よ
る
関
連
で
あ
り
、
7
の
例
歌
の
一
首
目
に
「
月
夜
」
の
語
が
含
ま
れ
る
と
い
う
関
係
も
あ
る
。
7
か
ら
8
は
雲

↓
蜘
蛛
の
つ
な
が
り
、
9
「
錦
木
」
項
は
8
の
後
半
の
「
木
を
す
ぢ
か
へ
て
」
か
ら
の
連
想
か
。
10
の
例
歌
の
一
首
目
は
「
錦
木
は
立
て
な

が
ら
こ
そ
朽
ち
に
け
れ
狭
布
の
細
布
胸
あ
は
じ
と
や
」
で
あ
り
、
9
「
錦
木
」
項
と
の
関
係
は
明
白
で
あ
る
。
10
と
11
は
関
係
性
が
見
出
し

に
く
い
が
、
10
の
例
歌
に
も
詠
ま
れ
た
錦
木
か
ら
松
へ
と
い
う
連
想
か
と
思
わ
れ
る
。
11
と
12
は
、
11
「（
有
間
皇
子
が
）
ま
ど
ひ
あ
る
き

給
ひ
け
る
」、
12
「（「
帝
の
末
な
り
け
る
人
」
が
）
ま
ど
ひ
あ
る
く
」
と
い
う
類
似
点
が
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
歌
語
そ
の
も
の
や
注
解
の
内
容
に
基
づ
く
連
想
が
配
列
の
背
景
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
等

の
配
列
と
近
似
し
た
面
が
あ
ろ
う
。

〈
13
〜
15
〉

こ
の
三
項
目
は
、
明
神
の
祭
礼
に
お
け
る
男
女
の
契
り
に
関
わ
る
風
習
と
い
う
点
で
共
通
し
、
明
確
に
一
群
を
成
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

前
後
の
項
目
と
の
関
連
を
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
）
6
（

。

〈
16
〜
23
〉

16
・
17
の
配
列
意
図
は
不
明
確
だ
が
、
18
〜
22
は
男
女
関
係
に
関
わ
る
伝
承
と
し
て
一
群
と
見
な
せ
る
。
続
い
て
恋
し
い
人
に
逢
え
る
予

兆
を
話
題
と
す
る
22
と
の
関
連
で
、
23
に
は
婿
が
訪
れ
な
い
時
に
詠
ま
れ
た
姑
の
歌
が
配
さ
れ
る
。

〈
24
〜
44
〉
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以
下
、
44
ま
で
の
配
列
に
関
す
る
小
峯
氏
の
指
摘
の
要
点
を
示
す
。
別
表
と
の
照
合
が
し
や
す
い
よ
う
に
、
本
稿
に
お
い
て
付
し
た
通
し

番
号
を
付
し
た
。

23
「
さ
く
さ
め
」（
姑
）
↓
24
「
か
ぞ
い
ろ
」（
父
母
）・〈
い
ざ
な
み
〉
↓
25
〈
雄
略
〉・「
し
な
が
ど
り
」
↓
26
「
山
鳥
」
↓
27
「
山
鳥
」

↓
28
「
時
鳥
」・〈
約
束
不
履
行
〉
↓
29
〈
約
束
不
履
行
〉・「
か
づ
ら
き
の
神
」
↓
30
「
あ
ら
ぶ
る
神
」・「
は
ら
へ
」
↓
31
「
み
の
し
ろ
衣
」

↓
32
「
は
た
」・「
き
ぬ
」
↓
33
「
く
れ
は
と
り
」・「
か
ら
衣
」
と
い
っ
た
展
開
で
、
次
に
趙
高
二
世
の
話
が
く
る
（〈　

〉
は
話
題
）。

33
か
ら
34
を
引
き
出
す
契
機
は
、「
く
れ
（
呉
）
は
と
り
」
↓
「
秦
」
の
転
換
か
、
あ
る
い
は
『
後
撰
集
』
の
贈
答
歌
↓
『
拾
遺
抄
』
の

贈
答
歌
と
い
う
連
関
か
、
あ
る
い
は
「
ふ
た
む
ら
山
」
の
「
二
村
」「
二
疋
」
の
掛
詞
か
ら
34
の
例
歌
「
か
も
を
も
を
し
と
」
の
「
鴨
」

「
釘
」、「
鴛
」「
惜
し
」
の
掛
詞
に
思
い
及
ん
だ
か
。

34
〜
37
は
中
国
故
事
の
連
想
で
あ
り
、『
蒙
求
』
に
ち
な
む
話
題
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
も
言
え
る
し
、
帝
王
と
下
臣
と
の
関
係
の
在

り
方
が
一
貫
し
た
テ
ー
マ
に
も
な
っ
て
い
る
。

37
「
卞
和
の
玉
」
↓
38
「
玉
箒
」・〈
志
賀
寺
上
人
譚
〉
↓
39
〈
二
夫
に
ま
み
え
ぬ
女
〉・「
雌
燕
」
↓
「
つ
ば
め
）
7
（

」
↓
40
「
か
ら
す
」・「
な

の
り
」
↓
41
「
な
の
り
」・「
木
の
ま
ろ
殿
」
↓
42
「
帚
木
」
↓
43
「
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
↓
44
「
芹
摘
み
」。

〈
45
〜
48
〉

44
の
芹
摘
み
説
話
と
45
の
浦
嶋
子
伝
説
の
関
連
性
は
見
出
し
難
く
、
区
切
っ
て
考
え
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
45
〜
47
は
、
45
に
「
み
づ

の
え
の
浦
島
と
は
、
所
の
名
な
り
」、
46
に
「
信
濃
国
に
更
級
の
郡
に
、
姨
捨
山
と
い
へ
る
山
の
あ
る
な
り
」、
47
に
は
「
甲
斐
国
の
風
俗
な

り
」「
駿
河
国
の
「
ふ
せ
り
」
と
い
へ
る
言
葉
な
り
」「
佐
夜
の
中
山
は
、
遠
江
国
と
駿
河
国
と
の
中
に
あ
る
山
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
い

ず
れ
も
地
方
を
舞
台
と
し
た
伝
承
や
方
言
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
47
か
ら
48
へ
の
連
接
は
、
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
共
に
「
山
」
に
関
わ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
47
の
方
言
の
話
題
を
承
け
て
、
48
で
「
し
な
へ
た
る
」
と
い
う
奇
異
な
語
を
取
り
上
げ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
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〈
49
〜
52
〉

48
ま
で
は
、
歌
語
に
ま
つ
わ
る
逸
話
や
伝
承
、
和
歌
の
詠
歌
状
況
が
詳
細
に
語
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
49
〜
52
の
四
項
目
は
49
に
詠

歌
状
況
の
簡
単
な
説
明
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
難
義
語
の
語
義
の
み
を
ご
く
簡
略
に
注
し
て
い
る
。
前
後
と
は
一
線
を
画
す
る
叙
述
方

法
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
歌
枕
の
類
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
。

〈
53
〜
67
〉

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
別
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
草
や
鳥
獣
に
関
わ
る
歌
語
が
並
ぶ
。
類
書
的
分
類
に
よ
る
文
献
を
参
考
に
し
て
い
る
可

能
性
が
想
定
で
き
る
。
64
「
蚊
遣
火
」
か
ら
65
「
飛
火
の
野
守
」
へ
は
、「
火
」
に
よ
る
連
想
も
働
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
注
釈
の
内
容
は

様
々
で
、
65
「
飛
火
の
野
守
」
や
67
「
そ
が
菊
・
し
が
み
さ
枝
・
み
さ
枝
」
の
よ
う
に
伝
承
や
逸
話
を
語
る
項
目
が
あ
る
一
方
で
、
56
「
菅

の
根
」
及
び
58
「
も
ず
の
草
ぐ
き
」
か
ら
63
「
ゆ
ふ
つ
け
鳥
」
ま
で
は
、
ほ
ぼ
語
義
の
み
の
簡
略
な
注
文
が
記
さ
れ
る
。

〈
68
〜
70
〉

68
・
69
は
『
日
本
紀
竟
宴
和
歌
』、
70
は
万
葉
歌
を
例
と
し
て
あ
げ
て
お
り
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
古
代
の
伝
承
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

〈
71
〜
75
〉

い
ず
れ
も
『
古
今
集
』
乃
至
『
後
撰
集
』
の
歌
を
あ
げ
る
が
、
71
・
75
が
『
大
和
物
語
』、
72
・
73
が
『
伊
勢
物
語
』
に
も
見
ら
れ
る
歌

で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
、
71
「
こ
れ
は
、
俊
子
が
家
に
」、
72
「
こ
れ
は
、
芹
河
の
行
幸
に
、
行
平
の
中
納
言
の
」、
74
「
こ
れ

は
、
小
野
篁
が
」、
75
「
こ
れ
は
、
小
野
好
古
」
と
い
う
注
文
の
冒
頭
の
表
現
も
類
似
し
て
お
り
）
8
（

、
一
群
を
成
す
と
認
め
ら
れ
る
。

〈
76
・
77
〉

75
と
76
は
敢
え
て
言
え
ば
、
75
に
見
ら
れ
る
「
五
位
の
上
の
衣
」
と
76
の
例
歌
に
詠
ま
れ
る
「
干
す
衣
」
の
関
連
が
あ
る
。
し
か
し
、
76

の
内
容
は
68
〜
75
の
よ
う
な
伝
承
や
逸
話
と
異
な
り
、
語
義
を
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
と
見
な
せ
る
。
前
後
と
は
区
切
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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続
く
77
は
注
文
を
含
ま
ず
、
九
首
の
例
歌
を
あ
げ
種
々
の
船
の
名
を
示
し
て
い
る
。
別
表
で
は
一
項
目
と
し
た
が
、
船
の
名
を
あ
げ
た
一
群

と
言
え
る
。

〈
78
〜
89
〉

こ
の
一
群
は
、
歌
語
そ
の
も
の
の
注
釈
と
い
う
よ
り
詠
歌
方
法
を
論
じ
て
い
る
）
9
（

。
別
表
の
「
前
後
の
項
と
の
関
連
」
の
欄
に
示
し
た
よ
う

に
、
い
ず
れ
も
和
歌
の
内
容
に
関
し
て
不
審
を
表
明
し
た
上
で
、
歌
の
趣
旨
を
解
説
し
、
和
歌
の
詠
み
方
と
し
て
問
題
は
な
い
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
。
心
情
を
強
調
す
る
た
め
の
誇
張
表
現
や
掛
詞
に
よ
る
機
知
、
擬
人
法
、
特
徴
的
措
辞
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

〈
90
〜
95
〉

い
ず
れ
も
中
国
由
来
の
故
事
を
背
景
と
し
た
例
歌
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
小
峯
氏
は
こ
の
一
群
を
「
管
仲
老
馬
知
・
王
質
入
仙
・
藐
姑

射
山
」
と
ま
と
め
、「
王
質
の
斧
の
話
と
藐
姑
射
山
の
話
と
の
間
に
別
の
仙
人
を
め
ぐ
る
歌
注
が
入
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
93

「
菊
の
露
」、
94
「
仙
人
の
衣
は
縫
目
な
し
」
は
ご
く
簡
略
な
説
明
の
み
で
典
拠
の
故
事
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
例
に
引
く

歌
は
異
な
る
が
『
和
歌
童
蒙
抄
』（
第
七
・
草
部
・
菊
）
10
（

）
や
『
色
葉
和
難
集
』（
巻
八
・
き
く
の
つ
ゆ
）
11
（

）
は
菊
水
の
故
事
に
言
及
す
る
。
ま
た

俊
頼
自
身
が
『
永
久
百
首
』（
雑
・
仙
宮
・
六
二
〇
）
で
「
た
ち
ぬ
は
ぬ
衣
の
袖
し
ふ
れ
け
れ
ば
み
ち
と
せ
へ
て
ぞ
桃
も
な
り
け
る
」
と
詠

ん
で
い
る
。
俊
頼
と
し
て
は
93
・
94
も
含
め
て
、
広
い
意
味
で
中
国
故
事
と
関
連
す
る
歌
を
ま
と
め
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

〈
96
〜
101
〉

96
〜
98
は
『
日
本
書
紀
』『
万
葉
集
』
の
歌
を
引
く
。
99
の
出
典
未
詳
歌
は
『
疑
開
和
歌
抄
』『
和
歌
童
蒙
抄
』
で
は
『
万
葉
集
』
所
収
と

さ
れ
、『
奥
義
抄
』（
中
釈
・
拾
遺
歌
・
三
さ
ば
へ
な
す
付
さ
と
い
ふ
こ
と
、
を
し
ね
／
同
・
後
撰
歌
・
四
十
四
い
も
せ
付
う
つ
し
人
）
は
99
と

101
の
例
歌
を
「
古
歌
」
と
す
る
。
100
の
例
歌
は
『
後
拾
遺
集
』
所
収
歌
だ
が
、「
月
よ
ゝ
み
」
は
『
万
葉
集
』
由
来
の
表
現
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
一
群
は
古
歌
の
歌
語
を
問
題
に
し
た
と
見
ら
れ
る
。

〈
102
〜
109
〉
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101
と
102
の
間
に
短
連
歌
が
集
成
さ
れ
る
が
、
鈴
木
徳
男
氏
が
論
じ
て
い
る
通
り
）
12
（

、
短
連
歌
集
成
の
直
前
の
101
「
貝
す
ら
も
妹
背
そ
な
ふ
」

の
内
容
と
連
歌
の
最
後
の
一
連
「
狩
衣
は
い
く
の
か
た
ち
し
お
ぼ
つ
か
な
（
中
納
言
殿
）
／
わ
が
せ
こ
に
こ
そ
と
ふ
べ
か
り
け
れ
（
俊
重
）」

が
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
こ
れ
を
承
け
て
「
せ
こ
」「
つ
ま
」
の
語
義
の
検
討
が
始
ま
っ
て
い
る
。

102
・
103
・
104
は
意
味
・
用
法
が
複
数
あ
る
歌
語
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
105
は
「
あ
や
め
」
と
「
あ
や
め
草
」、
106
は
「
は
ち
す
」
と

「
は
す
」
と
い
う
、
や
は
り
複
数
の
詠
み
方
が
問
題
に
さ
れ
、
107
は
「
い
な
船
」
の
語
義
を
二
説
あ
げ
る
。
102
〜
107
ま
で
は
緩
や
か
な
ま
と

ま
り
を
成
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
108
と
109
は
男
女
の
逢
瀬
に
関
わ
る
と
い
う
共
通
項
は
あ
る
が
、
前
者
が
「
逢
ふ
に
身
を
か
ふ
」

が
誇
張
表
現
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
と
共
に
「
た
に
か
」
の
語
義
を
注
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
簡
略
な
語
義
説
明
の
み
で
あ
り
、
叙

述
方
法
は
異
な
る
。

〈
110
〜
116
〉

中
国
故
事
を
配
し
た
第
三
の
話
群
と
し
て
、
小
峯
氏
の
言
及
が
あ
る
箇
所
で
あ
る
。
王
昭
君
・
長
恨
歌
・
呉
松
孝
の
逸
話
の
叙
述
量
の
増

大
が
著
し
い
こ
と
、
歌
語
注
釈
で
は
な
く
歌
全
体
の
背
景
の
説
明
で
あ
る
こ
と
、
帝
と
后
、
下
臣
と
女
房
と
い
っ
た
宮
廷
を
め
ぐ
る
愛
の

テ
ー
マ
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
112
の
呉
松
孝
か
ら
113
の
孔
子
の
逸
話
へ
の
転
換
は
今
一
つ
明
確
で
は
な
い
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
首
肯
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
。

以
下
、
小
峯
氏
は
113
「
人
の
心
の
ほ
ど
を
見
る
か
な
」
↓
114
藤
原
実
方
が
恋
の
相
手
の
母
娘
の
心
を
み
る
三
日
夜
餅
の
話
・「
よ
ど
の
」

（
夜
殿
）
↓
115
「
ふ
す
ゐ
の
床
」
↓
116
新
枕
と
説
明
さ
れ
る
。

114
は
、
初
婚
で
は
な
い
娘
が
実
方
と
契
っ
た
こ
と
を
責
め
、
母
親
が
娘
を
つ
ね
っ
た
と
聞
き
、
実
方
が
「
三
日
の
夜
の
餅
は
食
は
じ
わ

づ
ら
は
し
聞
け
ば
よ
ど
の
に
は
ゝ
こ
つ
む
な
り
」
と
詠
ん
だ
と
い
う
内
容
で
あ
る
。「
心
を
見
る
」
と
い
う
共
通
項
で
孔
子
の
逸
話
と
結
び

付
け
る
よ
り
、
夜
床
に
ま
つ
わ
る
話
群
で
あ
る
114
〜
116
は
、
前
の
中
国
故
事
話
群
と
関
係
な
く
配
さ
れ
た
と
見
な
し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思

う
。
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〈
117
〜
122
〉

117
も
前
の
夜
床
関
連
話
群
と
は
関
連
性
を
見
出
し
難
い
。
114
・
115
が
後
拾
遺
歌
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
か
。
117
に
「
下
り
居
の
帝
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
の
連
想
で
、
118
「
白
雲
の
下
り
居
る
山
」
の
歌
が
想
起
さ
れ
、
以
下
、
内
裏
周
辺
で
問
題
と
な
っ
た
忌
避
す
べ
き
不
吉
な

表
現
の
話
題
が
122
ま
で
続
く
。
以
後
は
歌
人
の
逸
話
に
移
行
す
る
の
で
、
広
い
意
味
で
の
歌
語
注
釈
は
こ
こ
ま
で
と
な
る
。

検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
歌
語
注
釈
の
配
列
は
説
話
集
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
緩
や
か
な
連
想
に
よ
る
連
関
が
看
取
で
き
る
部
分
が
あ
る
と

同
時
に
、
前
後
と
の
結
び
付
き
は
な
い
も
の
の
共
通
の
性
格
を
有
す
る
一
群
が
配
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
類
書
的
分
類
、
出
典
の
歌
集
ご

と
、
い
ろ
は
順
な
ど
の
統
一
的
な
規
則
性
は
な
い
も
の
の
、
全
く
無
規
律
の
配
列
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
あ
る
程
度
、
著
者
の
意
図
が
探

れ
る
流
れ
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
歌
枕
類
か
ら
引
用
し
た
か
の
よ
う
な
語
義
説
明
の
み
の
項
目
が
続
く
一
群
が
あ
る
な
ど
、
依
拠
し
た

資
料
が
配
列
に
関
係
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二　

和
歌
の
出
典
と
被
注
語
の
選
択
意
図

歌
語
注
釈
の
範
囲
で
引
か
れ
る
和
歌
は
、
短
連
歌
集
成
部
分
の
前
（
歌
語
注
釈
①
）
が
一
五
九
首
）
13
（

、
後
（
歌
語
注
釈
②
）
が
二
六
首
で
あ

る
。
出
典
を
多
い
順
に
並
べ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
）
14
（

。

『
万
葉
集
』
五
〇
首
／
『
古
今
集
』
三
五
首
／
出
典
未
詳
二
七
首
／
『
後
撰
集
』
一
六
首
／
『
拾
遺
集
』
一
三
首
／
『
後
拾
遺
集
』
一
一

首
／
『
古
今
和
歌
六
帖
』
六
首
／
『
日
本
紀
竟
宴
和
歌
』
三
首
／
『
日
本
書
紀
』
二
首
／
『
玄
玄
集
』
一
首
／
神
楽
歌
一
首

他
に
、
私
家
集
一
〇
首
（『
散
木
奇
歌
集
』
一
首
を
含
む
）
15
（

）、
物
語
六
首
、
歌
合
四
首
と
い
う
内
訳
で
あ
る
。
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田
仲
洋
己
氏
は
、
短
連
歌
集
成
記
事
以
前
の
引
用
歌
が
概
ね
万
葉
歌
及
び
三
代
集
時
代
の
歌
、
更
に
は
出
典
未
詳
の
古
歌
で
占
め
ら
れ
る

の
に
比
し
て
、
短
連
歌
集
成
記
事
以
降
は
『
後
拾
遺
集
』
所
収
歌
乃
至
は
花
山
・
一
条
朝
以
後
の
近
代
の
歌
人
を
め
ぐ
る
説
話
が
多
い
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
）
16
（

。
数
値
で
示
す
な
ら
ば
、
歌
語
注
釈
①
で
は
、
三
代
集
時
代
ま
で
の
歌
一
五
一
首
に
対
し
て
、
そ
れ
以
降
の
歌
は
八
首
、

歌
語
注
釈
②
で
は
、
そ
れ
が
二
〇
首
対
六
首
（
122
の
部
分
引
用
を
含
む
と
七
首
）
と
な
る
。
万
葉
歌
五
〇
首
中
四
八
首
、
出
典
未
詳
歌
二
七

首
中
二
四
首
が
連
歌
以
前
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
歌
語
注
釈
①
は
主
に
古
語
を
取
り
上
げ
る
意
図
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

と
も
か
く
も
『
万
葉
集
』
所
収
歌
が
目
立
っ
て
多
く
、
出
典
未
詳
歌
も
大
半
は
古
歌
と
思
わ
れ
る
。
当
時
『
万
葉
集
』
へ
の
注
目
が
高

ま
っ
て
お
り
、
取
り
上
げ
る
歌
語
の
選
択
基
準
は
、
読
者
）
17
（

へ
の
教
育
的
配
慮
と
共
に
俊
頼
自
身
の
関
心
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
見
ら
れ

る
。
な
に
よ
り
、
俊
頼
自
身
に
作
例
の
あ
る
歌
語
の
多
さ
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

一
例
と
し
て
13
〜
15
の
明
神
の
祭
に
関
す
る
話
群
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
15
に
引
か
れ
る
「
東
路
の
道
の
果
て
な
る
常
陸
帯
の
か
ご
と

ば
か
り
も
逢
は
ん
と
ぞ
思
ふ
」
の
歌
は
、『
奥
義
抄
』
で
は
問
答
の
「
ひ
た
ち
帯
」
項
、『
和
歌
童
蒙
抄
』
で
は
服
餝
部
帯
項
、『
袖
中
抄
』

で
は
「
か
ご
と
ば
か
り
も
ひ
た
ち
お
び
」
項
、『
和
歌
色
葉
』
で
は
「
万
葉
古
歌
付
伊
勢
物
語
六
帖
近
比
歌
」
の
「
ひ
た
ち
お
び
」
項
で
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
各
書
に
お
け
る
被
注
語
が
「
常
陸
帯
」「
か
ご
と
」
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
処
置
で
あ
る
。
し
か
し
『
俊
頼
髄
脳
』
は
、

13
近
江
国
筑
摩
明
神
の
祭
に
関
わ
る
歌
、
14
越
中
国
鵜
坂
明
神
の
祭
に
関
わ
る
歌
に
続
い
て
当
該
歌
を
あ
げ
、
鹿
島
明
神
の
祭
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
。
そ
の
祭
に
帯
が
関
係
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
が
、
そ
れ
が
「
常
陸
帯
」
だ
と
い
う
文
言
は
な
く
「
か
ご
と
」
に
関
す
る
注
文

も
な
い
。
ど
の
よ
う
な
祭
か
を
記
す
だ
け
で
終
わ
っ
て
お
り
、
歌
語
注
釈
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

14
で
鵜
坂
明
神
の
祭
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
「
た
ゞ
し
、
古
き
歌
の
見
え
ね
ば
、
俊
頼
が
歌
を
し
ば
し
書
き
て
候
ふ
な
り
」
と
あ
る
の

も
、
考
え
て
み
れ
ば
奇
妙
で
あ
ろ
う
。
こ
の
祭
を
詠
ん
だ
古
歌
は
な
く
、
自
詠
を
あ
げ
た
も
の
の
歌
語
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
つ
ま
り
、
和
歌
を
学
ぼ
う
と
す
る
読
者
に
対
し
、
鵜
坂
明
神
の
祭
を
紹
介
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
）
18
（

。

三
箇
所
の
明
神
の
祭
に
関
す
る
解
説
は
、
和
歌
の
解
釈
と
無
関
係
で
は
な
い
が
歌
語
注
釈
を
含
ま
ず
、
明
ら
か
に
各
地
の
明
神
の
独
特
な
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祭
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
眼
目
と
な
っ
て
い
る
。「
常
陸
帯
」
や
「
か
ご
と
」
と
い
う
歌
語
に
つ
い
て
知
り
た
い
読
者
に
と
っ
て
は
有
益
な

情
報
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
俊
頼
は
そ
の
よ
う
な
利
用
方
法
を
想
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
）
19
（

。
自
分
自
身
が
明
神
の
祭
礼

に
関
心
が
あ
り
題
材
と
し
た
か
ら
こ
そ
13
〜
15
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
り
、
読
者
も
興
味
を
持
つ
話
題
だ
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
し
、
別
表
で
俊
頼
に
作
例
の
あ
る
歌
語
を
太
字
に
し
た
が
、
す
べ
て
が
『
俊
頼
髄
脳
』
執
筆
以
前
に
詠
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。

夕
日
さ
す
野
守
の
鏡
か
ひ
も
な
し
ふ
れ
け
る
風
に
か
げ
し
そ
は
ね
ば
（『
柿
本
影
供
記
』）

『
俊
頼
髄
脳
』
成
立
後
の
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
六
月
十
六
日
に
藤
原
顕
季
邸
で
催
さ
れ
た
人
麿
影
供
）
20
（

で
の
作
で
あ
り
、
現
在
知
ら
れ

る
限
り
『
俊
頼
髄
脳
』
所
収
の
古
歌
に
次
い
で
古
い
「
野
守
の
鏡
」
詠
で
あ
る
。
歌
題
「
水
風
晩
来
」
を
得
て
、「
野
守
の
鏡
」
の
故
事
を

用
い
る
こ
と
に
よ
り
「
水
」
の
題
意
を
間
接
的
に
表
現
し
て
お
り
、
故
事
に
寄
り
か
か
っ
た
詠
と
言
え
る
。

『
俊
頼
髄
脳
』
で
取
り
上
げ
た
歌
語
を
同
書
執
筆
後
に
詠
ん
だ
例
は
他
に
も
少
な
く
な
く
、『
俊
頼
髄
脳
』
執
筆
を
契
機
と
し
て
、
従
来
関

心
を
抱
い
て
い
た
歌
語
を
実
作
に
取
り
入
れ
た
場
合
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

三　

注
説
が
依
拠
し
た
文
献
と
言
談

続
い
て
、
俊
頼
が
何
に
基
づ
い
て
注
説
を
執
筆
し
て
い
る
か
を
検
討
し
た
い
。
書
名
を
明
記
し
て
諸
書
を
引
用
す
る
『
袖
中
抄
』
な
ど
と

異
な
り
、『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
依
拠
資
料
を
明
示
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
文
献
資
料
（
和
歌
の
出
典
を
除
く
）
を
直
接
参
照
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し
た
こ
と
を
特
筆
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
、
4
「
古
き
物
に
書
き
た
れ
ば
」、
19
「
文
に
そ
ら
ご
と
な
き
例
）
21
（

」、
30
「
日
本
紀
に
見
え
た
り
」、

37
「
承
暦
の
た
び
の
歌
合
」、
44
「
文
書
に
献
芹
と
申
す
本
文
な
り
」、
61
「
髄
脳
に
鶯
を
百
千
鳥
と
書
け
る
」、
88
「
文
に
申
し
た
れ
ば
」、

89
「
髄
脳
の
物
の
名
の
巻
を
見
れ
ば
」
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
典
の
歌
集
に
関
す
る
言
及
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
38
「
万
葉
集

に
も
、
あ
る
本
あ
り
、
な
き
本
あ
り
」、
78
「
も
し
古
今
の
書
き
誤
り
か
と
思
ひ
て
、
あ
ま
た
の
本
を
見
れ
ば
」
で
あ
り
、
俊
頼
が
そ
れ
な

り
に
豊
富
な
文
献
を
参
看
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

他
に
も
書
名
を
明
記
し
な
い
が
文
献
資
料
に
拠
っ
た
記
述
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に
諸
先
学
に
よ
り
解
明
さ
れ
て
い
る
が
）
22
（

、
こ
こ
で
は
よ
り

頻
出
す
る
口
説
に
基
づ
く
注
解
に
注
目
し
た
い
。

『
俊
頼
髄
脳
』
に
「
う
け
た
ま
は
る
」
と
あ
る
箇
所
は
父
経
信
か
ら
の
口
伝
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
、
鈴
木
徳
男
氏
が
指
摘
す
る

通
り
で
あ
る
）
23
（

。
他
に
俊
頼
に
直
接
語
っ
た
話
者
が
明
確
な
例
と
し
て
、
23
「
匡
房
の
中
納
言
」、
41
「
盛
房
」、
54
「
実
綱
」
の
名
が
あ
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
を
含
め
、「
と
ぞ
い
ひ
伝
へ
た
る
」「
と
ぞ
人
申
し
け
る
」「
と
ぞ
い
へ
る
」
な
ど
の
文
言
に
よ
っ
て
人
か
ら
伝
聞
し
た）24
（

知
見

を
記
し
た
項
目
は
、
全
体
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
に
及
ぶ
。
一
つ
の
被
注
語
に
対
し
て
複
数
の
口
伝
を
併
記
す
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
伝
聞
し
た

内
容
を
す
べ
て
肯
定
的
に
受
け
入
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
注
意
す
べ
き
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
た
い
。

・
17
「
た
の
む
の
雁
」

…
…
こ
の
ご
ろ
、
あ
る
人
か
や
う
の
こ
と
知
り
顔
に
い
へ
る
人
あ
り
。
如
何
が
申
す
と
た
づ
ね
し
か
ば
、
東
国
に
鹿
狩
す
る

に
、
た
の
も
し
の
狩
と
て
、
か
た
み
に
よ
り
あ
ひ
て
狩
を
し
て
、
そ
の
日
と
り
た
る
鹿
を
あ
る
か
ぎ
り
、
む
ね
と
お
こ
な
ひ
た

る
人
に
取
ら
す
る
な
り
。
さ
て
後
の
日
、
か
た
み
ご
と
に
て
互
ひ
に
す
る
を
、
た
の
む
の
狩
と
は
い
ふ
な
り
と
ぞ
申
す
め
る
。

さ
れ
ど
、
そ
の
心
、
こ
の
歌
ど
も
に
叶
は
ず
。（
中
略
）
雁
が
ね
を
詠
め
る
と
こ
そ
聞
こ
え
た
れ
、
鹿
狩
と
は
聞
こ
え
ぬ
も
の

を
。
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・
25
「
し
な
が
ど
り
・
ゐ
な
野
」

ゐ
な
野
は
、
津
の
国
に
あ
る
所
な
り
。
ゐ
な
野
と
い
は
む
と
て
、
し
な
が
ど
り
と
は
続
く
る
こ
と
を
人
の
尋
ぬ
る
こ
と
に
て
、

確
か
な
る
こ
と
も
聞
こ
え
ず
。
昔
、
雄
略
天
皇
、
そ
の
野
に
て
狩
し
給
ひ
け
る
に
、
白
き
か
の
し
ゝ
の
か
ぎ
り
あ
り
て
、
ゐ
の

し
ゝ
は
な
か
り
け
れ
ば
、
い
ひ
そ
め
た
る
な
り
。
し
な
が
ど
り
と
い
へ
る
は
、
白
き
か
の
し
ゝ
の
か
ぎ
り
捕
ら
れ
た
れ
ば
い
（
い
ひ
）、

ゐ
な
野
と
は
ゐ
の
し
ゝ
の
無
か
り
け
れ
ば
い
ふ
な
り
と
ぞ
申
し
伝
へ
た
る
。
射
る
に
狩
衣
の
尻
の
長
け
れ
ば
、
土
に
狩
衣
の
尻

を
つ
け
じ
と
て
取
れ
ば
、
し
か
な
り
と
は
申
す
人
も
あ
り
。
そ
れ
は
見
苦
し
。
い
づ
れ
の
野
山
に
か
は
、
射
む
に
狩
衣
の
尻
の

つ
か
ざ
ら
ん
。

・
53
「
た
ま
え
・
な
つ
か
り
」

…
…
な
つ
か
り
と
は
、
は
じ
め
の
五
文
字
、
雁
が
ね
の
夏
ま
で
あ
る
を
い
ふ
ぞ
と
も
い
ひ
、
鹿
狩
を
詠
む
ぞ
と
も
い
へ
る
人
も

あ
り
。
み
な
僻
事
と
こ
そ
聞
こ
ゆ
れ
。
雁
が
ね
な
ら
ば
、
末
に
群
れ
ゐ
る
鳥
と
い
は
ん
に
も
悪
し
く
聞
こ
え
ぬ
。
又
鹿
狩
の
に

は
か
に
出
で
来
ん
も
心
得
ず
。
こ
れ
ら
が
沙
汰
に
こ
そ
心
得
ぬ
人
、
心
得
る
人
は
見
ゆ
め
れ
。

・
58
「
も
ず
の
草
ぐ
き
」

百
舌
鳥
の
草
ぐ
き
は
、
霞
と
ぞ
申
す
。
見
え
た
る
事
も
な
し
。
推
し
量
り
事
に
や
。

17
の
「
知
り
顔
に
い
へ
る
人
」
に
よ
る
鹿
狩
説
が
『
袖
中
抄
』
に
よ
れ
ば
藤
原
基
俊
の
説
で
あ
る
こ
と
は
鈴
木
氏
、
53
の
夏
狩
説
が
『
隆

源
口
伝
』『
綺
語
抄
』
に
見
え
る
こ
と
は
安
井
重
雄
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
）
25
（

。

25
で
「
見
苦
し
」
と
批
判
さ
れ
た
説
は
、『
綺
語
抄
』（
坤
儀
部
・
野
・
し
な
が
ど
り
ゐ
な
の
）
に
見
え
る
。『
俊
頼
髄
脳
』
に
も
記
さ
れ

る
雄
略
天
皇
の
狩
の
故
事
を
引
い
た
後
に
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
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ま
た
は
し
り
な
が
と
り
と
い
ふ
と
な
ん
。

射
る
と
て
は
、
狩
衣
の
尻
を
いと歟
る
も
の
な
れ
ば
、
さ
と
い
は
ん
と
て
し
り
な
が
と
り
と
い
ふ
と
も
い
ふ
べ
し
。（
以
下
略
）

『
口
伝
和
歌
釈
抄
』（
五　

し
な
が
ど
り
）
26
（

）
に
「
能
因
歌
枕
に
は
二
の
義
あ
り
。
一
に
は
六
位
の
下
が
さ
ね
と
も
い
ふ
。
二
に
は
そ
う
じ
て

取
る
を
い
ふ
と
い
へ
り
」、『
袖
中
抄
』（
第
七　

し
な
が
ど
り
ゐ
な
の
）
に
白
鹿
の
み
獲
る
と
い
う
説
と
狩
衣
の
尻
を
取
る
と
い
う
説
に
つ

い
て
「
此
両
義
共
に
能
因
歌
枕
ど
も
あ
げ
た
れ
ど
」
と
あ
る
の
と
関
連
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
現
存
『
能
因
歌
枕
』
に
は
下
襲
や
狩
衣
に
関
す

る
文
言
は
な
い
。

58
「
も
ず
の
草
ぐ
き
」
に
つ
い
て
は
、『
奥
義
抄
』（
下
巻
余
）
が
参
考
に
な
る
。

問
云
鵙
の
草
ぐ
き
は
何
ぞ

答
云
、
昔
、
男
、
野
を
行
く
に
女
に
あ
ひ
ぬ
。
と
か
く
語
ら
ひ
つ
き
て
、
そ
の
家
を
問
ふ
に
、
女
、
も
ず
の
ゐ
た
る
草
ぐ
き
を

さ
し
て
い
は
く
、
わ
が
家
は
か
の
草
ぐ
き
の
す
ぢ
に
あ
た
り
た
る
里
に
あ
る
也
（
中
略
）
次
の
年
の
春
、
た
ま
〳
〵
あ
り
し
野

に
行
き
て
教
へ
し
草
を
見
る
に
、
霞
こ
と
〴
〵
く
な
び
き
て
す
べ
て
見
え
ず
。
ひ
ね
も
す
に
詠
め
て
む
な
し
く
帰
り
ぬ
と
い
へ

り
。
是
故
将
作
の
つ
た
へ
也
。

「
故
将
作
」
す
な
わ
ち
藤
原
顕
季
が
も
ず
の
草
ぐ
き
と
は
霞
で
あ
る
と
言
っ
た
と
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、「
今
は
は
や
咲
き
に
ほ
は
な
ん
桜

花
も
ず
の
く
さ
ぐ
き
か
く
ろ
へ
に
け
り
」（『
六
条
修
理
大
夫
集
』
一
五
一
）
を
見
て
も
、
霞
と
解
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
）
27
（

。

一
方
、『
袖
中
抄
』（
第
一　

も
ず
の
草
ぐ
き
）
に
「
綺
語
抄
云
、
も
ず
の
草
ぐ
き
と
い
ふ
は
云
々
、
大
略
同
奥
義
抄
、
仍
不
書
之
」「
綺

語
・
奥
義
の
説
」
と
あ
り
、
現
存
す
る
『
綺
語
抄
』
に
は
釈
文
は
な
い
が
、
当
時
『
奥
義
抄
』
と
同
様
の
内
容
が
記
さ
れ
た
伝
本
が
存
在
し
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た
ら
し
い
。

つ
ま
り
、
顕
季
や
藤
原
仲
実
は
『
奥
義
抄
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
説
を
採
っ
て
お
り
、
俊
頼
が
こ
れ
を
伝
え
聞
く
に
あ
た
っ
て
誤
解
か
誤

伝
が
生
じ
、「
百
舌
鳥
の
草
ぐ
き
は
、
霞
と
ぞ
申
す
」
と
い
う
聞
き
書
き
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
推
定
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
）
28
（

。

以
上
の
例
は
、
事
実
誤
認
が
想
定
さ
れ
る
点
も
あ
る
も
の
の
、
同
時
代
の
言
説
に
対
し
批
判
や
疑
問
を
提
示
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
俊
頼
が
『
隆
源
口
伝
』
や
『
綺
語
抄
』
を
念
頭
に
置
い
て
反
論
し
た
と
主
張
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。『
俊
頼
髄
脳
』
に

伝
聞
表
現
が
多
出
す
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
歌
学
書
の
記
述
は
文
献
か
ら
の
引
用
の
み
な
ら
ず
言
談
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
。

同
時
代
の
他
書
に
見
ら
れ
る
注
文
は
、
著
者
の
所
論
の
提
示
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
時
そ
う
し
た
言
説
が
存
在
し
た
こ
と
の
証
し
で
も
あ

る
。
特
定
の
先
行
文
献
を
意
識
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
は
思
う
が
、
俊
頼
は
周
囲
の
歌
人
に
よ
る
歌
語
に
関
す
る
言
談
を
耳
に
し
、
そ
れ

を
明
記
し
た
上
で
自
説
を
述
べ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

『
俊
頼
髄
脳
』
歌
語
注
釈
部
分
か
ら
は
、
耳
に
入
っ
た
諸
説
を
広
く
集
成
し
て
記
録
し
よ
う
と
す
る
俊
頼
の
姿
勢
が
看
取
で
き
る
）
29
（

。
佐
藤

明
浩
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
複
数
の
説
を
提
示
し
た
ま
ま
結
論
を
示
さ
な
い
場
合
も
あ
る
）
30
（

。
一
方
で
、
同
時
代
の
他
家
の
説
が
時
に
や
や
厳

し
い
口
調
で
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
父
経
信
か
ら
の
相
伝
に
加
え
、
家
説
の
形
成
と
い
う
ほ
ど
鮮
明
で
は
な

く
と
も
、
自
説
の
優
位
性
を
示
そ
う
と
い
う
俊
頼
の
意
識
は
確
か
に
う
か
が
え
る
と
思
う
の
で
あ
る
）
31
（

。

四　

贈
答
歌
の
引
用
方
法

最
後
に
、
贈
答
歌
の
引
用
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。『
俊
頼
髄
脳
』
の
歌
語
注
釈
部
分
に
は
、
以
下
の
十
組
の
贈
答
歌
が
引

か
れ
る
。
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・
17
「
た
の
む
の
雁
」

み
吉
野
の
た
の
む
の
雁
も
ひ
た
ぶ
る
に
君
が
方
に
ぞ
よ
る
と
鳴
く
な
る

　
　

返
し

我
が
方
に
よ
る
と
鳴
く
な
る
み
吉
野
の
た
の
む
の
雁
を
い
つ
か
忘
れ
む
（『
伊
勢
物
語
』）

雲
井
に
も
声
聞
き
が
た
き
も
の
な
ら
ば
た
の
む
の
雁
も
近
く
鳴
き
な
ん

　
　

返
し

こ
と
づ
て
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
め
づ
ら
し
き
た
の
む
の
雁
に
知
ら
れ
ざ
ら
ま
し
（『
一
条
摂
政
御
集
』）

・
18
「
ゐ
も
り
の
し
る
し
」

忘
る
な
よ
た
ぶ
さ
に
つ
け
し
虫
の
色
の
あ
せ
な
ば
人
に
い
か
に
答
へ
む

　
　

返
し

あ
せ
ぬ
と
も
我
ぬ
り
か
へ
む
も
ろ
こ
し
の
ゐ
も
り
も
守
る
か
ぎ
り
こ
そ
あ
れ
（
出
典
未
詳
）

・
23
「
さ
く
さ
め
の
と
じ
」

い
ま
来
む
と
言
ひ
し
ば
か
り
を
命
に
て
待
つ
に
消
ぬ
べ
し
さ
く
さ
め
の
と
じ

　
　

返
し

数
な
ら
ぬ
身
の
み
物
憂
く
思
ほ
え
て
待
た
る
ゝ
ま
で
も
な
り
に
け
る
哉
（『
後
撰
集
』）

・
33
「
く
れ
は
と
り
」

く
れ
は
と
り
あ
な（
や
）に
恋
し
く
あ
り
し
か
ば
ふ
た
む
ら
山
も
越
え
ず
来
に
け
り

　
　

返
し
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唐
衣
た
つ
を
惜
し
み
し
心
こ
そ
ふ
た
む
ら
山
の
関
と
な
り
け
め
（『
後
撰
集
』）

・
34
「
鹿
を
馬
と
い
ふ
」

鹿
を
さ
し
て
馬
と
言
ひ
け
る
人
も
あ
れ
ば
か
も
を
も
を
し
と
思
ふ
な
る
べ
し

　
　

返
し

な
し
と
い
へ
ば
を
し
む
か
も
と
や
思
ふ
ら
ん
し
か
や
む
ま
と
ぞ
い
ふ
べ
か
り
け
る
（『
拾
遺
抄
』）

・
38
「
玉
箒
・
ゆ
ら
く
玉
の
緒
」

初
春
の
初
子
の
今
日
の
玉
箒
手
に
と
る
か
ら
に
ゆ
ら
く
玉
の
緒

　
　

御
返
し

よ
し
さ
ら
ば
ま
こ
と
の
道
に
し
る
べ
し
て
我
を
い
ざ
な
へ
ゆ
ら
く
玉
の
緒（

万
葉
歌
と
出
典
未
詳
歌
を
贈
答
の
形
に
す
る
）　　
　

・
71
「
葉
守
の
神
」

我
が
宿
を
い
つ
な
ら
し
て
か
楢
の
葉
の
な
ら
し
顔
に
は
折
り
に
お
こ
す
る

　
　

返
し

柏
木
の
葉
守
の
神
も
ま
し
け
る
を
知
ら
で
ぞ
折
り
し
た
ゝ
り
な
さ
る
な
（『
後
撰
集
』）

・
88
「
い
な
ご
物
妬
み
せ
ず
」

時
し
も
あ
れ
稲
葉
の
風
に
波
寄
れ
る
ご
に
さ
へ
人
の
恨
む
べ
し
や
は

　
　

返
し

い
か
で
か
は
稲
葉
も
そ
よ
と
い
は
ざ
ら
ん
秋
の
都
の
ほ
か
に
す
む
身
は
（
出
典
未
詳
）

・
108
「
逢
ふ
に
身
を
か
ふ
・
た
に
か
」
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い
た
づ
ら
に
た
び
〳
〵
死
ぬ
と
い
ふ
な
れ
ば
逢
ふ
に
は
な
に
を
か
へ
む
と
す
ら
ん

　
　

返
し

死
ぬ
〳
〵
と
聞
く
〳
〵
だ
に
も
逢
ひ
見
ね
ば
命
を
い
つ
の
た
に
か
残
さ
ん
（『
後
撰
集
』）

こ
れ
ら
が
、
歌
語
注
釈
を
含
む
他
の
歌
学
書
に
は
ど
の
よ
う
に
引
か
れ
て
い
る
か
を
次
頁
の
表
に
示
し
た
。
他
の
歌
学
書
が
、『
俊
頼
髄

脳
』
ほ
ど
贈
答
の
形
に
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
看
取
で
き
よ
う
。

「
ゐ
も
り
の
し
る
し
」「
逢
ふ
に
身
を
か
ふ
」
項
を
除
く
八
組
は
、
贈
歌
か
返
歌
い
ず
れ
か
一
方
の
み
を
あ
げ
れ
ば
被
注
語
に
つ
い
て

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
必
ず
し
も
贈
答
の
形
で
引
く
必
要
は
な
い
。
ま
た
、「
た
の
む
の
雁
」
項
の
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
贈
答
は
、

「（
た
の
む
の
）
か
り
」
が
「
狩
」
で
は
な
く
「
雁
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
の
証
歌
と
さ
れ
て
い
る
が
、『
奥
義
抄
』
は
こ
の
贈

答
で
は
な
く
『
俊
頼
髄
脳
』
に
も
見
え
る
「
坂
こ
え
て
安
倍
の
た
の
も
に
ゐ
る
鶴
の
と
も
し
き
君
は
明
日
さ
へ
も
が
も
」（『
万
葉
集
』
巻

十
四
・
三
五
一
三
）
を
引
い
て
、「
雁
」
説
を
補
強
す
る
。
一
方
『
和
歌
童
蒙
抄
』『
和
歌
色
葉
』『
色
葉
和
難
集
』
は
同
じ
く
「
雁
」
説
に

付
く
の
だ
が
、
後
撰
歌
の
み
で
十
分
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
ゐ
も
り
の
し
る
し
」
項
の
贈
答
歌
は
出
典
未
詳
だ
が
、
贈
歌
返
歌
共
に
「
ゐ
も
り
の
し
る
し
」
と
い
う
語
を
含
ん
で
い
な
い
。
こ
の
語

に
言
及
す
る
他
の
歌
学
書
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
も
引
か
れ
る
「
脱
ぐ
沓
の
重
な
る
こ
と
の
重
な
れ
ば
ゐ
も
り
の
し
る
し
今
は
あ
ら
じ
を
」

（
出
典
未
詳
）
を
あ
げ
て
お
り
、
確
か
に
「
ゐ
も
り
の
し
る
し
」
と
い
う
語
を
説
明
す
る
た
め
の
例
と
し
て
は
、
こ
の
歌
の
み
で
事
足
り
る
。

し
か
し
、
ゐ
も
り
の
血
を
妻
の
腕
に
付
け
る
と
い
う
特
異
な
習
俗
を
よ
り
具
体
的
に
詠
ん
で
い
る
の
は
贈
答
歌
の
方
で
あ
ろ
う
。

『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
、「
ゐ
も
り
の
し
る
し
」「
鹿
を
さ
し
て
馬
と
い
ふ
」「
逢
ふ
に
身
を
か
ふ
」
項
以
外
で
、
贈
答
歌
を
あ
げ
た
後
に
詠

歌
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
ゆ
ら
く
玉
の
緒
」
項
は
、
贈
答
の
後
で
は
な
く
返
歌
の
前
だ
が
、
京
極
御
息
所
（
藤
原
時
平
女
褒

子
）
へ
の
恋
情
に
取
り
付
か
れ
た
老
法
師
の
姿
を
描
く
志
賀
寺
上
人
譚
が
長
々
と
語
ら
れ
る
。
被
注
語
を
説
明
す
る
の
に
必
要
な
歌
の
み
で
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○
×
は
歌
の
有
無
、△
は

『
俊
頼
髄
脳
』
引
用
部
分

に
そ
の
歌
を
含
む
こ
と
、

／
は
そ
の
歌
語
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を

示
す
。

＊
略
称

釈
抄
＝
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』

隆
源
＝
『
隆
源
口
伝
』

童
蒙
抄
＝
『
和
歌
童
蒙
抄
』

歌
色
葉
＝
『
和
歌
色
葉
』

和
難
集
＝
『
色
葉
和
難
集
』

釈
抄

隆
源

綺
語
抄

奥
義
抄

童
蒙
抄

袖
中
抄

歌
色
葉

和
難
集

た
の
む
の
雁

贈
歌

○

○

○

○

○

○

（
後
撰
集
）

返
歌

×

×

○

○

×

×

た
の
む
の
雁

贈
歌

○

×

×

○

×

×

（
一
条
摂
政
御
集
）

返
歌

○

×

×

○

×

×

ゐ
も
り
の
し
る
し

贈
歌

×

×

×

△

×

×

返
歌

×

×

×

△

×

×

さ
く
さ
め
の
と
じ

贈
歌

○

×

○

○

○

○

○

返
歌

×

×

×

○

×

×

×

く
れ
は
と
り

贈
歌

○

○

○

○

○

○

○

返
歌

×

×

×

×

×

×

×

鹿
を
馬
と
い
ふ

贈
歌

○

○

○

○

○

返
歌

○

×

○

×

×

玉
箒

贈
歌

○

○

○

○

○

○

返
歌

×

×

△

△

○

△

葉
守
の
神

贈
歌

×

×

×

×

×

返
歌

○

×

○

×

○

い
な
ご
物
妬
み
せ
ず

贈
歌

○

返
歌

○

逢
ふ
に
身
を
か
ふ

贈
歌

返
歌
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は
な
く
、
贈
答
の
形
で
引
く
こ
と
を
重
視
す
る
『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
詠
歌
事
情
、
贈
答
に
ま
つ
わ
る
歌
話
を
語
り
た
が
っ
て
い
る
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

小
峯
和
明
氏
は
、
志
賀
寺
上
人
譚
を
め
ぐ
っ
て
「
何
よ
り
俊
頼
自
ら
そ
の
話
に
と
り
つ
か
れ
、
語
り
の
魅
力
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
い
た
と
み

る
ほ
か
な
い
」「
明
ら
か
に
俊
頼
は
単
な
る
歌
の
注
釈
か
ら
説
話
そ
の
も
の
の
語
り
へ
踏
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
）
32
（

。
贈
答
歌

引
用
箇
所
に
限
ら
ず
『
俊
頼
髄
脳
』
全
体
を
通
し
て
、
俊
頼
自
身
が
「
語
り
た
い
」
と
い
う
思
い
の
ま
ま
に
説
話
を
語
っ
て
い
る
の
は
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
褒
子
が
醍
醐
天
皇
へ
の
入
内
の
日
に
宇
多
院
に
奪
い
去
ら
れ
た
逸
話
や
、
嵯
峨
后
が
「
み
そ
か
事
」
を
好
ん
だ
と
い
う

話
柄
は
、
和
歌
を
学
ぶ
た
め
に
必
要
な
知
識
で
は
な
い
。

同
時
に
、
対
読
者
意
識
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
后
が
ね
の
姫
に
向
け
て
訓
戒
と
し
て
示
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
若
い
女
性

が
関
心
を
持
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
図
を
見
て
取
り
た
い
の
で
あ
る
。
田
仲
洋
己
氏
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
男
女
の
交
情
や
密
事
に
関
わ
る

話
題
が
頻
出
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
当
時
の
宮
廷
社
会
に
お
け
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
空
気
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
摂
関
家
に
対
す

る
期
待
と
親
和
の
念
の
裏
返
し
の
よ
う
な
形
で
、
宮
廷
秘
話
や
好
色
め
い
た
話
柄
が
書
き
付
け
ら
れ
た
と
見
立
て
て
い
る
）
33
（

。
説
得
力
の
あ
る

説
だ
が
、
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
う
。『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
し
て
女
性
た
ち
に
愛
読
さ
れ
た
物
語
は
、

多
く
が
男
女
関
係
を
主
題
に
し
、
宮
廷
社
会
に
関
わ
る
秘
事
が
語
ら
れ
る
も
の
も
多
い
。
田
仲
氏
は
、
京
極
御
息
所
を
め
ぐ
る
逸
話
の
末
尾

に
あ
る
「
さ
せ
る
こ
と
な
け
れ
ど
も
、
か
や
う
の
こ
と
ゞ
も
、
し
ろ
し
め
し
た
ら
ん
に
悪
し
か
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ば
記
し
申
す
也
」
と
の

記
述
に
対
し
、「
取
っ
て
置
き
の
話
を
あ
な
た
に
向
か
っ
て
し
ま
し
た
よ
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
看
取
し
て
い
る
）
34
（

。
そ
う
し
た
意
識
は
、

文
言
に
表
れ
て
い
な
く
と
も
、
各
地
の
明
神
の
奇
祭
や
嵯
峨
后
の
色
好
み
の
逸
話
の
背
景
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
俊
頼

は
、
初
学
者
に
興
味
を
持
た
せ
自
著
を
通
読
さ
せ
る
た
め
に
も
、
最
初
の
読
者
で
あ
る
勲
子
の
興
味
を
引
き
そ
う
な
話
題
を
取
り
上
げ
、
自

ら
語
り
の
魅
力
に
引
き
込
ま
れ
る
ま
ま
存
分
に
筆
を
揮
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

結
果
的
に
『
俊
頼
髄
脳
』
歌
語
注
釈
部
分
は
、
詠
作
や
和
歌
解
釈
に
直
接
に
関
係
な
い
、
あ
る
い
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
要
素
を
少
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な
か
ら
ず
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
他
の
歌
学
書
と
異
な
る
『
俊
頼
髄
脳
』
の
独
自
性
と
言
え
る
。

お
わ
り
に 

以
上
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
歌
語
注
釈
部
分
に
つ
い
て
分
析
し
て
き
た
が
、
別
表
に
お
い
て
A
〜
E
に
分
類
し
た
注
釈
の
内
容
に
関
し
て
は
、

言
及
で
き
な
い
ま
ま
に
紙
幅
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
今
回
は
当
該
箇
所
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
た
め
、
個
々

の
注
説
、
依
拠
資
料
、
俊
頼
の
詠
作
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
更
に
詳
細
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た

い
。し

か
し
、
こ
こ
ま
で
の
分
析
に
よ
り
『
俊
頼
髄
脳
』
の
性
格
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
俊
頼
は
父
経
信
の
口

授
を
記
録
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
歌
人
の
言
説
を
批
判
し
た
上
で
自
説
を
主
張
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
六
条
藤
家
や
藤
原

基
俊
、
同
仲
実
ら
に
対
す
る
六
条
源
家
の
優
位
性
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
忠
実
・
忠
通
父
子
を
意
識
し
た
所
為
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。一

方
で
、
和
歌
に
直
接
関
係
な
い
話
題
も
多
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
話
題
が
熱
心
に
語
ら
れ
て
い
た
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
説

話
そ
の
も
の
を
語
る
魅
力
に
取
り
付
か
れ
た
と
い
う
側
面
と
同
時
に
、
若
い
女
性
の
関
心
を
引
く
読
み
物
を
目
指
し
た
と
い
う
面
も
認
め
た

い
。
同
時
代
に
は
多
く
の
歌
学
書
が
成
立
し
た
が
、『
俊
頼
髄
脳
』
ほ
ど
読
者
を
意
識
し
た
文
言
が
含
ま
れ
る
著
作
は
他
に
な
く
、
摂
関
家

当
主
に
依
頼
さ
れ
て
そ
の
姫
の
た
め
に
著
し
た
と
い
う
執
筆
の
契
機
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
性
格
規
定
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る
。

更
に
、
叙
述
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
様
々
な
言
説
は
、
当
時
の
歌
人
た
ち
が
古
語
や
難
義
語
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
面
が
日
常
的
に
存
在

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
俊
頼
髄
脳
』
に
限
ら
ず
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』『
綺
語
抄
』
他
同
時
代
の
歌
学
書
の
性
格
や
関
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係
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
）
35
（

。

広
く
和
歌
と
い
う
も
の
を
学
べ
る
よ
う
「
式
」
も
詠
歌
技
法
も
歌
語
注
釈
も
含
む
総
合
的
歌
学
書
た
ら
ん
と
し
、
初
学
者
が
興
味
を
持
て

る
よ
う
な
工
夫
を
し
、
大
い
に
説
話
を
語
り
、
同
時
に
自
ら
の
有
す
る
歌
学
の
知
見
を
摂
関
家
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
意
図
も
含
む
――
『
俊
頼

髄
脳
』
と
は
そ
う
し
た
著
作
な
の
で
あ
り
、
同
時
代
の
他
の
歌
学
書
と
一
線
を
画
す
る
独
自
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

〈
引
用
に
つ
い
て
〉

本
稿
に
お
け
る
引
用
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

歌
学
書
は
以
下
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
適
宜
漢
字
を
当
て
濁
点
と
句
読
点
を
付
し
、
送
り
仮
名
を
補
い
、
漢
字
は
通
行

の
字
体
に
変
更
し
た
。

『
俊
頼
髄
脳
』
… 

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
79
巻
『
俊
頼
髄
脳
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
り
、
注
意
す
べ
き
異
同
が
あ
る
場
合
は
、

顕
昭
本
の
本
文
を
（　

）
に
入
れ
て
右
傍
に
示
し
た
。
顕
昭
本
本
文
は
俊
頼
髄
脳
研
究
会
編
『
顕
昭
本
俊
頼
髄
脳
（
第
一
稿
）』

（
一
九
九
六
年
／
底
本
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
无
名
抄 

俊
頼
』）
に
よ
る
。

『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
… 

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
38
巻
『
和
歌
初
学
抄 
口
伝
和
歌
釈
抄
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
五
年
）

『
綺
語
抄
』
… 

徳
川
黎
明
会
叢
書
4
『
桐
火
桶
・
詠
歌
一
躰
・
綺
語
抄
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
九
年
）

『
奥
義
抄
』
… 

藏
中
さ
や
か
・
黒
田
彰
子
・
中
村
文
編
『
奥
義
抄
古
鈔
本
集
成
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
所
収
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
『
奥

義
抄
』

『
袖
中
抄
』
… 

歌
論
歌
学
集
成
第
4
巻
・
第
5
巻
（
川
村
晃
生
校
注
、
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
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私
家
集
以
外
の
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』、
私
家
集
は
『
新
編
私
家
集
大
成
』（
濁
点
を
付
し
た
）
に
よ
る
。

『
柿
本
影
供
記
』
は
群
書
類
従
に
よ
り
濁
点
を
付
し
た
。

（
1
） 

同
様
の
指
摘
は
既
に
小
野
泰
央
「『
俊
頼
髄
脳
』
と
同
時
代
歌
論
書
」（『
中
央
大
学
国
文
』
六
四
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）、
二
三
頁
に
見
ら
れ

る
。

（
2
） 

末
尾
の
良
暹
の
連
歌
に
関
す
る
逸
話
に
つ
い
て
は
、
田
仲
洋
己
『
中
世
前
期
の
歌
書
と
歌
人
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、
七
五―

八
五
頁

に
詳
し
い
。
田
仲
氏
は
、
こ
の
最
終
説
話
が
後
冷
泉
朝
の
頼
通
的
世
界
の
在
り
方
を
如
実
に
伝
え
る
と
共
に
、
そ
こ
に
欠
か
せ
な
い
父
経
信
の

価
値
を
保
証
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
更
に
俊
頼
が
当
該
説
話
を
記
し
留
め
た
狙
い
と
し
て
、「
経
信
の
後
継
者
と
し
て
の
自
ら
の
地
位
を
強

化
す
る
の
み
な
ら
ず
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
献
呈
先
で
あ
る
摂
関
家
に
対
す
る
父
子
二
代
に
亘
っ
て
の
親
昵
ぶ
り
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
も
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
。『
散
木
奇
歌
集
』
に
は
、
あ
た
か
も
最
終
説
話
に
お
け
る
良
暹
の
行
動
及
び
そ
れ
を
記
し
た
『
俊
頼
髄
脳
』

の
筆
致
を
な
ぞ
っ
た
か
の
よ
う
な
詠
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（
鈴
木
徳
男
『
俊
頼
髄
脳
の
研
究
』〈
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
〉、
一
五
五―

一
五
六
頁
に
も
言
及
が
あ
る
）。

堀
川
院
御
時
、
賀
陽
院
殿
に
お
は
し
ま
し
け
る
比
、
中
宮
御
方
の
女
房
た
ち
を
、

花
し
て
か
ざ
り
た
る
ふ
ね
に
の
せ
さ
せ
給
て
あ
そ
ば
せ
給
け
る
に
、
ま
ゐ
り
て

池
の
み
ぎ
は
に
さ
ぶ
ら
ふ
を
、
御
ら
ん
じ
て
、①
俊
頼
さ
ぶ
ら
ふ
め
り
、
ふ
ね
よ

り
さ
り
ぬ
べ
か
ら
ん
こ
と
い
ひ
か
け
よ
、
な
ど
お
ほ
せ
事
あ
り
け
れ
ば
、
み
ふ

ね
よ
り
た
ま
は
り
た
り
け
る
歌

君
が
代
の
は
る
か
に
に
ほ
ふ
桜
花
こ
ず
ゑ
に
か
け
て
ち
と
せ
み
え
け
る

故
源
中
納
言
お
ま
へ
に
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
そ
の
岸
な
が
ら
つ
か
ま
つ
れ
、
と
せ
め

ら
れ
け
れ
ば
、
つ
か
う
ま
つ
れ
る

い
へ
ば
げ
に
花
の②
み
ふ
ね
と
見
え
つ
る
は
君
が
ち
と
せ
を
つ
め
る
也
け
り

（『
散
木
奇
歌
集
』
春
・
一
〇
一
・
一
〇
二
）
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飾
り
立
て
ら
れ
た
船
に
乗
る
人
か
ら
求
め
ら
れ
、
汀
に
い
る
者
が
歌
を
詠
み
か
け
る
と
い
う
状
況
が
一
致
す
る
の
み
な
ら
ず
、
傍
線
部
①
は

『
俊
頼
髄
脳
』
の
「
良
暹
が
さ
ぶ
ら
ふ
か
」「
さ
り
ぬ
べ
か
ら
む
連
歌
な
ど
し
て
参
ら
せ
よ
」、
②
は
良
暹
の
句
「（
こ
が
れ
て
）
見
ゆ
る
御
船
か

な
」
と
対
応
す
る
。
田
仲
氏
は
『
俊
頼
髄
脳
』
が
本
来
『
堀
河
百
首
』
や
『
散
木
奇
歌
集
』
と
併
せ
読
ま
れ
る
べ
き
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
が
、
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
良
暹
の
逸
話
と
『
散
木
奇
歌
集
』
前
掲
歌
を
並
べ
れ
て
み
れ
ば
、
俊
頼
が
自
ら
を
良
暹
、
そ
し

て
父
経
信
の
跡
を
襲
う
に
足
る
人
物
と
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
に
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
、
歌
語
注
釈
の
執
筆
態
度
に
も
看
取

で
き
る
意
識
で
あ
る
。

（
3
） 

藤
原
公
任
の
『
新
撰
髄
脳
』
は
、
現
状
に
お
い
て
脱
落
や
錯
簡
が
あ
る
も
の
の
、
秀
歌
論
・
歌
病
論
の
後
に
実
践
的
な
詠
歌
理
論
を
説
く
。『
新

撰
髄
脳
』
を
参
考
に
し
更
に
内
容
を
拡
充
さ
せ
た
の
が
『
俊
頼
髄
脳
』
で
あ
り
、
そ
の
総
合
性
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
よ
り
整
理
さ
れ
た
形
に
し

た
の
が
藤
原
清
輔
の
『
奥
義
抄
』
だ
と
言
え
る
。

（
4
） 

俊
頼
の
作
例
調
査
に
あ
た
り
、
小
峯
和
明
『
院
政
期
文
学
論
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）、
四
四
二―

四
四
五
頁
、
佐
藤
明
浩
『
院
政
期
和

歌
文
学
の
基
層
と
周
縁
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）、
三
二―

三
三
頁
、
及
び
家
永
・
小
野
泰
央
・
鹿
野
し
の
ぶ
・
舘
野
文
昭
・
福
田
亮
雄

『『
俊
頼
髄
脳
』
全
注
釈
』（
仮
称
、
二
〇
二
二
年
度
刊
行
予
定
）
の
た
め
の
注
釈
作
業
の
成
果
を
参
考
に
し
た
。

（
5
） 

小
峯
『
院
政
期
文
学
論
』、
四
三
六―

四
三
八
頁
。

（
6
） 『
散
木
奇
歌
集
』
神
祇
部
に
お
い
て
、
13
に
引
か
れ
る
歌
（
八
五
六
番
）
の
直
後
に
14
の
内
容
を
踏
ま
え
た
歌
（
八
五
七
番
）
が
配
さ
れ
て
お
り
、

『
俊
頼
髄
脳
』
の
記
述
と
の
間
に
相
関
関
係
が
見
ら
れ
る
（
小
野
泰
央
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。

（
7
） 

小
峯
氏
は
「
か
ぞ
い
ろ
は
あ
は
れ
と
見
ら
ん
燕
す
ら
ふ
た
り
は
人
に
契
ら
ぬ
も
の
を
」
に
関
す
る
注
と
「
燕
く
る
時
に
な
り
ぬ
と
雁
が
ね
は
ふ

る
さ
と
恋
ひ
て
雲
隠
れ
鳴
く
」
の
注
を
分
け
て
捉
え
、〈
二
夫
に
ま
み
え
ぬ
女
〉・「
雌
燕
」
↓
「
つ
ば
め
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
二

首
と
も
に
燕
は
二
羽
目
の
相
手
を
儲
け
な
い
と
い
う
話
題
で
共
通
す
る
た
め
一
連
の
も
の
と
解
し
た
。

（
8
） 

73
は
72
の
「
お
き
な
さ
び
」
と
関
連
す
る
「
老
い
ら
く
」
を
取
り
上
げ
語
義
の
み
を
注
し
て
お
り
、
い
わ
ば
72
の
付
け
た
り
項
目
の
よ
う
な
性

格
で
あ
る
。
前
後
の
項
目
と
は
注
文
の
形
態
が
異
な
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
9
） 

87
は
歌
語
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
例
歌
に
お
け
る
「
高
砂
の
尾
上
」
の
詠
み
方
を
不
審
と
し
た
上
で
、
語
義
を
検
討
し
「
咎
な
し
」
と
結
論

づ
け
て
お
り
、
こ
の
一
群
の
他
の
項
目
と
同
様
の
論
述
方
法
と
言
え
る
。
89
も
歌
語
注
釈
と
言
え
る
が
、
79
に
「
言
高
く
昨
日
と
は
言
ふ
な
り
」
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と
あ
る
の
と
同
様
の
表
現
を
用
い
「
歌
は
言
高
く
の
み
詠
め
ば
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
連
の
も
の
と
見
な
し
て
お
き
た
い
。

（
10
） 
注
文
の
内
容
は
『
芸
文
類
聚
』
に
拠
る
か
。
黒
田
彰
子
『
和
歌
童
蒙
抄
注
解
』（
青
簡
舎
、
二
〇
一
九
年
）、
五
七
三
頁
参
照
。

（
11
） 『
和
歌
童
蒙
抄
』
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
「
歳
翹
材
文
菀
云
」
と
し
て
引
く
。

（
12
） 

鈴
木
徳
男
「『
俊
頼
髄
脳
』〈
短
連
歌
作
品
集
成
〉
考
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
一
一
三
号
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
）、
三
一―

三
二
頁
。
な
お
、
鈴

木
氏
は
100
に
引
か
れ
る
「
月
よ
ゝ
み
衣
し
で
う
つ
声
聞
け
ば
急
が
ぬ
人
も
寝
ら
れ
ざ
り
け
り
」
も
、
夫
婦
の
一
方
の
い
な
い
孤
独
な
嘆
き
を
詠

む
歌
と
し
て
101
と
同
列
に
捉
え
る
。
稿
者
と
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
96
〜
101
を
古
代
の
歌
語
を
問
題
と
し
た
一
群
と
見
な
し
、「
中
納
言
殿
」

（
忠
通
）
と
俊
頼
男
俊
重
の
連
歌
に
繋
が
る
の
は
101
の
み
と
考
え
て
い
る
。

（
13
） 

54
に
二
首
引
か
れ
る
内
の
後
の
歌
「
君
が
世
は
つ
き
じ
と
ぞ
み
る
神
風
や
み
も
す
そ
河
の
す
ま
ん
か
ぎ
り
は
」（
後
拾
遺
集
・
賀
・
四
五
〇
・
源

経
信
）
は
、
定
家
本
に
は
見
え
な
い
。
定
家
本
の
誤
脱
と
考
え
、
こ
こ
で
は
顕
昭
本
に
よ
る
歌
数
を
示
し
た
。

（
14
） 

例
え
ば
24
に
引
か
れ
る
歌
は
『
日
本
紀
竟
宴
和
歌
』
所
収
で
あ
る
が
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
記
述
は
同
書
を
典
拠
に
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
こ
と

が
、
鈴
木
徳
男
氏
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
『
俊
頼
髄
脳
の
研
究
』、
八
〇
―
八
三
頁
）。
別
表
に
あ
げ
た
出
典
は
そ
の
歌
が
ど
の

作
品
に
採
ら
れ
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
が
、
俊
頼
が
確
実
に
そ
の
作
品
か
ら
歌
を
引
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
15
） 

44
で
引
か
れ
る
歌
が
『
四
条
宮
主
殿
集
』
に
見
え
る
が
、
古
歌
を
引
い
た
も
の
で
主
殿
作
で
は
な
い
。

（
16
） 

田
仲
『
中
世
前
期
の
歌
書
と
歌
人
』、
七
三
頁
。

（
17
） 『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
藤
原
忠
実
の
命
に
よ
り
后
が
ね
の
姫
で
あ
る
勲
子
（
泰
子
）
の
た
め
に
著
さ
れ
た
書
と
さ
れ
る
（
顕
昭
本
巻
末
識
語
・『
今

鏡
』
す
べ
ら
ぎ
中
）。
な
お
田
仲
洋
己
氏
は
、
勲
子
同
母
弟
で
あ
り
摂
関
家
嗣
子
た
る
忠
通
が
本
書
の
真
の
読
者
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て

い
る
。
田
仲
『
中
世
前
期
の
歌
書
と
歌
人
』、
八
六―

九
一
頁
。

（
18
） 

他
に
鵜
坂
明
神
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
後
の
例
二
首
の
み
（
う
ち
一
首
は
俊
頼
男
俊
恵
の
作
）。

（
19
） 

梅
田
径
「
通
読
す
る
歌
学
書
、
検
索
す
る
歌
学
書
」（
早
稲
田
大
学
総
合
人
文
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
誌
『W

A
SE

D
A

 R
ILA

S JO
U

R
N

A
L

』

二
号
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）
に
お
い
て
、『
俊
頼
髄
脳
』
は
検
索
し
な
が
ら
読
む
の
に
不
合
理
な
構
造
で
あ
り
通
読
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
後
に
検
索
性
を
高
め
る
た
め
に
目
次
を
付
し
た
改
変
本
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
20
） 

こ
の
歌
会
に
関
し
て
は
佐
々
木
孝
浩
「
六
条
顕
季
邸
初
度
人
麿
影
供
歌
会
考
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
二
一
号
、
一
九
九
五
年
三
月
）

に
詳
し
い
。
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（
21
） 

こ
れ
は
、
父
経
信
の
言
葉
と
思
し
き
「
文
書
は
そ
ら
ご
と
せ
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
さ
も
あ
ら
ん
」（
5
に
見
え
る
）
を
継
承
し
た
考
え
方
と
言
え
る
。

（
22
） 
主
な
研
究
に
小
峯
『
院
政
期
文
学
論
』、
鈴
木
『
俊
頼
髄
脳
の
研
究
』、
岡
崎
真
紀
子
『
や
ま
と
こ
と
ば
表
現
論
――
源
俊
頼
へ
』（
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。

（
23
） 

鈴
木
徳
男
「『
俊
頼
髄
脳
』
の
中
の
経
信
――
六
条
源
家
の
歌
学
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
一
二
〇
号
、
二
〇
二
〇
年
六
月
）、
四
頁
。

（
24
） 

文
献
の
記
述
を
「
と
ぞ
い
へ
る
」
と
し
て
引
く
場
合
も
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
「
…
…
と
ぞ
人
申
し
け
る
。
た
ゞ
確
か
に

み
え
た
る
と
こ
ろ
な
し
」「
…
…
ぞ
申
す
。
み
え
た
る
事
も
な
し
」
な
ど
口
伝
と
文
書
を
区
別
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

（
25
） 

鈴
木
『
俊
頼
髄
脳
の
研
究
』、
二
〇
一
頁
、
及
び
安
井
重
雄
『
藤
原
俊
成 

判
詞
と
歌
語
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）、
二
二
二―

二
二
三
頁
。
な
お
、「
た
の
む
の
雁
」
に
つ
い
て
は
『
和
歌
童
蒙
抄
』（
鳥
部
・
雁
）
も
鹿
狩
説
を
基
俊
の
説
と
す
る
。「
な
つ
か
り
」
に
つ
い
て

は
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』（
百
二
十
一　

な
つ
か
り
）
も
夏
狩
説
を
採
る
。

（
26
） 

ち
な
み
に
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
の
当
該
項
に
「
師
頼
大
納
言
な
ん
ど
は
い
の
し
ゝ
を
い
ふ
と
い
ふ
義
は
本
文
あ
り
と
の
給
へ
り
」
と
あ
り
、
成

立
時
期
を
考
え
る
上
で
注
意
さ
れ
る
。
師
頼
の
大
納
言
在
任
は
天
承
元
年
（
一
一
三
一
）
十
二
月
か
ら
保
延
五
年
（
一
一
三
九
）
十
二
月
。
た

だ
し
、
同
書
の
他
の
箇
所
で
は
単
に
「
師
頼
」
と
さ
れ
敬
語
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
書
写
時
の
追
記
か
。

（
27
） 

な
お
、
俊
頼
は
伊
勢
滞
在
中
に
顕
季
に
「
と
へ
か
し
な
玉
ぐ
し
の
は
に
み
が
く
れ
て
も
ず
の
草
ぐ
き
め
ぢ
な
ら
ず
と
も
」（『
散
木
奇
歌
集
』

一
三
九
五
）
と
詠
み
贈
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
顕
季
は
「
も
ず
の
草
ぐ
き
と
は
い
か
に
知
り
て
か
く
詠
め
る
に
か
」
と
不
審
に
思
っ
た
と
い

う
（『
奥
義
抄
』
下
巻
余
「
も
ず
の
草
ぐ
き
付
玉
ぐ
し
」
項
）。

（
28
） 

小
川
豊
生
氏
は
『
俊
頼
髄
脳
』
の
「
霞
」
説
に
つ
い
て
、
顕
季
の
語
っ
た
物
語
を
前
提
に
し
て
初
め
て
生
ま
れ
得
た
も
の
と
し
、「
語
ら
れ
た
出

来
事
か
ら
今
度
は
こ
と
ば
の
新
奇
な
意
味
（
霞
）
を
ひ
き
出
し
て
く
る
」
と
指
摘
す
る
。
小
川
豊
生
「
院
政
期
の
歌
学
と
本
説
――
『
俊
頼
髄
脳
』

を
起
点
に
」（『
日
本
文
学
』
三
六
巻
二
号
、
一
九
八
七
年
二
月
）、
三
頁
。

（
29
） 

こ
れ
は
『
俊
頼
髄
脳
』
の
み
の
特
色
で
は
な
く
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』『
綺
語
抄
』
で
も
諸
説
の
併
記
が
ま
ま
見
ら
れ
る
。

（
30
） 

佐
藤
『
院
政
期
和
歌
文
学
の
基
層
と
周
縁
』、
五
〇
頁
。

（
31
） 

同
様
の
こ
と
は
、
67
「
そ
が
菊
」・
76
「
河
社
」
項
で
も
指
摘
で
き
る
。

（
32
） 

小
峯
『
院
政
期
文
学
論
』、
四
六
三
頁
。

（
33
） 

田
仲
洋
己
「『
俊
頼
髄
脳
』
再
考
」（『
岡
山
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
六
号
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
）、
三
一
頁
。
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（
34
） 

同
前
、
二
四
頁
。

（
35
） 
例
え
ば
似
た
よ
う
な
注
説
が
複
数
の
歌
学
書
に
あ
る
場
合
、
文
言
の
一
致
度
が
高
い
場
合
は
別
と
し
て
、
必
ず
し
も
一
方
か
ら
他
方
へ
の
、
乃

至
は
同
一
の
典
拠
に
よ
る
書
承
関
係
の
証
左
と
は
な
ら
ず
、
共
に
言
談
の
場
か
ら
得
た
説
と
い
う
場
合
も
あ
り
得
る
。

【
附
記
】 
本
稿
は
、
家
永
・
小
野
泰
央
・
鹿
野
し
の
ぶ
・
舘
野
文
昭
・
福
田
亮
雄
『『
俊
頼
髄
脳
』
全
注
釈
』（
仮
称
・
二
〇
二
二
年
度
刊
行
予
定
）

の
た
め
の
注
釈
作
業
に
お
い
て
得
た
知
見
を
取
り
入
れ
た
部
分
が
あ
る
。
共
著
者
諸
氏
に
深
謝
し
た
い
。
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表〈

凡
例
〉

太
字
の
見
出
し　

そ
の
歌
語
に
関
連
す
る
俊
頼
詠
が
あ
る
も
の

「
内
容
」
欄
の
記
号

A 

典
拠
説
話
・
逸
話
・
伝
承
に
関
す
る
記
載
あ
り

B 

典
拠
で
は
な
い
が
、
詠
歌
条
件
・
詠
歌
状
況
な
ど
詳
細
な
説
明
あ
り

C 

詳
細
で
は
な
い
が
詠
歌
条
件
の
説
明
あ
り

D 

詳
細
な
語
義
説
明

E 

ご
く
簡
単
な
語
義
説
明

網
掛
け　

歌
意
の
説
明
を
含
む
（
網
掛
け
の
み
で
記
号
が
な
い
場
合
は
、
歌
意
の
説
明
の
み
で
あ
る
こ
と
を
示
す
）

＊
1
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
は
出
典
未
詳
歌
の
一
首
を
『
万
葉
集
』
所
収
と
す
る
。

＊
2
一
首
は
『
高
光
集
』
所
収
歌
の
異
伝
か
。

＊
3
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』『
綺
語
抄
』
は
こ
の
歌
の
類
歌
を
『
万
葉
集
』
所
収
と
す
る
。

＊
4
『
疑
開
和
歌
抄
』『
和
歌
童
蒙
抄
』
は
こ
の
歌
を
『
万
葉
集
』
所
収
と
す
る
。

取
り
上
げ
ら
れ
た
歌
語

前
後
の
項
目
と
の
関
連

内
容

例
歌
の
出
典

1

に
へ
す
・
か
つ
し
か
早
稲

鳥
（
鳰
鳥
）

A

万
葉
・
古
今
六
帖

2

野
守
の
鏡

鳥
（
鷹
）
／
塚

A

出
典
未
詳

3

鬼
の
こ
し
草

塚
／
夢
告

A

万
葉
二
首

4

あ
さ
も
よ
ひ
・
い
づ
さ
や
む
さ
や

夢
告
／
鳥
（
白
き
鳥
）

A

出
典
未
詳
二
首
・
万
葉
一
首 

＊
1
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5

郭
公
を
鴬
の
子
と
い
へ
る
こ
と

鳥
（
郭
公
）

A

万
葉
（
引
用
な
し
）

6

月
の
鼠

鳥
↓
鼠

A

出
典
未
詳
二
首　

＊
2

7

と
よ
は
た
雲
・
雲
の
は
た
て

月
↓
雲
、
あ
る
い
は
月
↓
月
夜

B

万
葉
・
古
今
・
重
之
集

8

く
も
手
・
八
橋

雲
↓
蜘
蛛
／
木
を
す
ぢ
か
へ
て
打
つ

B

古
今
六
帖
・
拾
遺

9

錦
木

錦
木

A

出
典
未
詳
二
首

10

け
ふ
の
細
布

「
錦
木
は
…
け
ふ
の
ほ
そ
ぬ
の
…
」

B

後
拾
遺
・
古
今
六
帖

11

結
び
松
・
た
む
け
草

錦
木
↓
松
／
有
間
皇
子
の
逸
話
（「
ま
ど
ひ
あ
る
き
給
ふ
」）

A

万
葉
五
首
・
永
承
四
年
歌
合
二
首

12

い
な
む
し
ろ

億
計
王
・
弘
計
王
の
逸
話
（「
ま
ど
ひ
あ
る
く
」）

A

日
本
書
紀

13

筑
摩
明
神
の
祭

明
神
の
祭

A

拾
遺
（
伊
勢
物
語
に
も
）

14

鵜
坂
明
神
の
祭

明
神
の
祭

A

散
木
奇
歌
集

15

鹿
島
明
神
の
祭

明
神
の
祭

A

古
今
六
帖

16

た
ま
き
は
る

B

万
葉
四
首

17

た
の
む
の
雁

鳥
（
雁
）

A

伊
勢
物
語
二
首
・
一
条
摂
政
御
集

二
首
・
万
葉

18

ゐ
も
り
の
し
る
し

鳥
↓
虫
（
ゐ
も
り
）
／
男
女
関
係
に
関
わ
る
伝
承

A

出
典
未
詳
三
首

19

し
ゞ
く

男
女
関
係
に
関
わ
る
伝
承
（「
人
を
恋
ふ
る
」）

B

出
典
未
詳

20

衣
を
返
す

男
女
関
係
に
関
わ
る
伝
承
（「
人
を
恋
ふ
る
」）

C

古
今

21

馬
つ
ま
づ
く

男
女
関
係
に
関
わ
る
伝
承
（「
人
に
恋
ひ
ら
る
る
」）

C

万
葉

22

眉
根
か
く
・
鼻
ひ
る

男
女
関
係
に
関
わ
る
伝
承
（「
恋
し
き
人
を
見
む
」）

C

万
葉
二
首
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23

さ
く
さ
め
の
と
じ

婿
が
訪
れ
な
い
時

D

後
撰
二
首

24

か
ぞ
い
ろ

姑
↓
父
母

A

日
本
紀
竟
宴
和
歌

25

し
な
が
ど
り
・
ゐ
な
野

？
／
鳥
（
し
な
が
ど
り
）

A

万
葉
二
首

26

を
ろ
の
は
つ
を
に
鏡
か
け

鳥
（
山
鳥
）

A

万
葉

27

山
鳥
の
尾

鳥
（
山
鳥
）

B

万
葉

28

郭
公
と
百
舌
鳥

鳥
（
郭
公
と
百
舌
鳥
）
／
約
束
を
違
え
る

A

寛
平
御
時
后
宮
歌
合

29

岩
橋
・
葛
城
の
神

約
束
を
違
え
る
／
神
（
葛
城
の
神
）

A

拾
遺

30

さ
ば
へ

神
（
あ
ら
き
神
）
／
水
無
月
つ
ご
も
り

A

拾
遺

31

み
の
し
ろ
衣

正
月
つ
い
た
ち
／
衣

B

後
撰
二
首
・
出
典
未
詳

32

筑
波
嶺
・
新
桑
繭
・
み
け
し

布

D

万
葉
二
首

33

く
れ
は
と
り

布
／
呉

B

後
撰
二
首

34

馬
を
鹿
と
い
ふ

中
国
の
故
事
が
典
拠
（
趙
高
）

A

拾
遺
二
首

35

雁
の
便
り

中
国
の
故
事
が
典
拠
（
蘇
武
）

A

古
今

36

天
の
川
の
水
上

中
国
の
故
事
が
典
拠
（
張
騫
）

A

出
典
未
詳

37

血
の
涙

中
国
の
故
事
が
典
拠
（
卞
和
）
／
玉

A

古
今

38

玉
箒
・
ゆ
ら
く
玉
の
緒

玉

A

万
葉
二
首
・
出
典
未
詳

39

燕
、
男
二
人
せ
ず

？
／
鳥
（
燕
）

A

出
典
未
詳
・
万
葉

40

お
ほ
を
そ
鳥

鳥
（
烏
）
／
地
方
の
伝
承

A

出
典
未
詳

41

木
の
ま
ろ
殿

地
方
の
伝
承
・
木
（
木
の
ま
ろ
殿
）

A

神
楽
歌
・
出
典
未
詳（
後
に
金
葉
）
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42

帚
木

地
方
の
伝
承
・
木
（
帚
木
）

A

平
貞
文
朝
臣
家
歌
合

43

し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り

地
方
の
伝
承
・
草
（
し
の
ぶ
）

B

古
今

44

芹
摘
み

草
（
芹
）

A

四
条
宮
主
殿
集
・
後
撰

45

浦
島
の
子

地
方
の
伝
承

A

拾
遺

46

を
ば
捨
て
山

地
方
の
伝
承

A

古
今

47

け
ゝ
れ
な
く
・
よ
こ
ほ
り
く
や
る

地
方
の
方
言

D

古
今

48

ね
ら
ひ
・
し
な
へ
た
る

俗
語
？

D

出
典
未
詳　

＊
3

49

月
よ
め
ば
・
し
か
す
が
に

〈
簡
略
な
詠
歌
状
況
説
明
と
語
義
説
明
の
み
〉

E

万
葉

50

山
か
た
つ
き
て

〈
簡
略
な
語
義
説
明
の
み
〉

E

万
葉

51

そ
と
も

〈
簡
略
な
語
義
説
明
の
み
〉

E

恵
慶
法
師
集

52

い
さ
ゝ
め

〈
簡
略
な
語
義
説
明
の
み
〉

E

古
今
・
万
葉

53

た
ま
え
・
な
つ
か
り

草
（
葦
）

D

後
拾
遺

54

神
風
・
伊
勢
の
浜
荻
・
御
裳
濯
川

草
（
葦
）

D

万
葉
・
後
拾
遺

55

か
つ
み
・
花
が
た
み

草
（
薦
）

D

古
今
二
首

56

菅
の
根

草
（
山
菅
）

E

拾
遺
・
後
拾
遺

57

い
な
お
ほ
せ
鳥

鳥
（
稲
負
鳥
）

D

古
今
・
出
典
未
詳

58

も
ず
の
草
ぐ
き

鳥
（
百
舌
鳥
）

E

万
葉

59

し
で
の
た
を
さ

鳥
（
郭
公
）

E

古
今

60

す
が
る

獣
（
鹿
）

E

古
今
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61

放
ち
鳥
・
浜
千
鳥

鳥
（
放
ち
鳥
・
千
鳥
）

E

古
今
六
帖
・
古
今

62

百
千
鳥

鳥
（
百
千
鳥
）

E

古
今
・
万
葉

63

ゆ
ふ
つ
け
鳥

鳥
（
木
綿
付
鳥
）

E

古
今

64

蚊
遣
火

虫
（
蚊
）
／
火

D

古
今
・
万
葉

65

飛
火
の
野
守

火
／
草
（
若
菜
）

A

古
今

66

し
み
ゝ

草
（
秋
萩
）

D

万
葉
二
首

67

そ
が
菊
・
し
が
み
さ
枝
・
み
さ
枝

草
（
菊
）

A

拾
遺

68

く
か
た
ち

古
代
の
伝
承

A

日
本
紀
竟
宴
和
歌

69

下
照
姫

古
代
の
伝
承

B

日
本
紀
竟
宴
和
歌

70

五
十
串
立
て
・
髻
華
の
玉
蔭

古
代
の
伝
承

B

万
葉

71

葉
守
の
神

大
和
物
語

B

後
撰
二
首

72

翁
さ
び

伊
勢
物
語

B

後
撰

73

老
い
ら
く
の

伊
勢
物
語

E

古
今

74

鄙
・
海
人
の
縄
た
く

小
野
篁

E

古
今

75

あ
け

小
野
好
古
／
大
和
物
語

B

後
撰

76

河
社

〈
語
義
の
詳
細
な
検
討
〉

D

貫
之
集
（
古
今
六
帖
に
も
）
二
首

77

舟
の
名
（
例
歌
の
み
）

川
↓
舟

／

万
葉
七
首
・
古
今
・
伊
勢
物
語

78

渡
り
果
て
ね
ば

舟
↓
川

／
心
得
ら
れ
ぬ
こ
と
な
り
…
か
や
う
の
こ
と
は
古
き
歌
の
ひ
と

つ
の
姿
な
り

古
今
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79

昨
日
こ
そ
早
苗
と
り
し
か

お
ぼ
つ
か
な
し
…
か
や
う
に
心
得
つ
れ
ば
、
何
事
も
や
す
く
な

り
ぬ

古
今

80

磯
の
草

ひ
が
事
と
も
申
し
つ
べ
し
…
め
で
た
く
こ
そ
聞
こ
ゆ
れ

拾
遺

81

さ
す
（
射
す
・
差
す
）

心
得
が
た
し
…
な
ど
か
名
ば
か
り
を
も
さ
ゝ
ざ
ら
む

拾
遺

82

す
み
（
墨
・
炭
）

い
か
な
る
事
に
か
…
咎
あ
る
べ
か
ら
ず

拾
遺

83

き
ね
が
し
ら
ぐ

い
か
な
る
事
に
か
…
咎
な
し

拾
遺

84

ゆ
き
の
う
ち
に
春
・
鴬
の
涙

お
ぼ
つ
か
な
し
…
咎
な
し
…
な
ほ
沙
汰
残
り
た
る

古
今

85

い
た
く
な
わ
び
そ

あ
い
な
く
こ
そ
聞
こ
ゆ
れ
…
歌
の
な
ら
ひ
な
れ
ば

古
今

86

風
、
花
を
惜
し
む

思
ひ
か
け
ぬ
事
な
り
や
…
ひ
と
つ
の
姿
な
り

道
信
集

87

高
砂
の
尾
上

こ
の
歌
の
心
を
も
て
尋
ぬ
れ
ば
…
咎
な
し

D

後
撰

88

い
な
ご
物
妬
み
せ
ず

歌
の
心
、
聞
か
ざ
ら
む
人
の
さ
と
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず

D

出
典
未
詳
二
首

89

海
人
の
釣
り

歌
は
言
高
く
の
み
詠
め
ば

D

出
典
未
詳

90

歳
寒
く
し
て
松
柏
を
知
る

中
国
の
故
事
が
典
拠
（
歳
寒
然
後
知
松
柏
之
後
彫
也
）

A

古
今

91

馬
に
ま
か
せ
て
ゆ
く

中
国
の
故
事
が
典
拠
（
老
馬
智
）

A

後
撰

92

斧
の
柄
朽
つ

中
国
の
故
事
が
典
拠
（
爛
柯
）

A

古
今
六
帖

93

菊
の
露

中
国
の
故
事
が
典
拠
（
菊
水
）

D

古
今

94

仙
人
の
衣
は
縫
目
な
し

中
国
の
故
事
が
典
拠
（
天
衣
無
縫
）

古
今

95

藐
姑
射
の
山

無
何
有
の
郷

中
国
の
故
事
が
典
拠
（
藐
姑
射
の
山
・
無
何
有
）

E

万
葉
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96

蜘
蛛
の
ふ
る
ま
ひ

古
代
の
歌
語

A

日
本
書
紀（
古
今〈
墨
滅
歌
〉に
も
）

97

千
引
の
石

古
代
の
歌
語

E

万
葉

98

餓
鬼
・
女
餓
鬼

古
代
の
歌
語

万
葉
二
首

99

た
の
き
・
さ
い
・
お
し
ね

古
代
の
歌
語

E

出
典
未
詳　

＊
4

100

月
よ
ゝ
み

古
代
の
歌
語

E

後
拾
遺

101

貝
す
ら
も
妹
背
そ
な
ふ

古
代
の
歌
語
？

出
典
未
詳

（
連
歌
）

末
尾
「
わ
が
せ
こ
に
こ
そ
と
ふ
べ
か
り
け
れ
」

／

102

せ
こ
・
つ
ま

さ
だ
め
も
な
し
（
二
義
あ
り
）

D

万
葉
二
首
・
古
今
・
伊
勢
物
語
・

和
泉
式
部
集

103

あ
や
な
し

と
も
か
う
も
申
す
べ
き
に
や
（
二
義
あ
り
）

D

古
今

104

下
紐
と
く

ま
た
さ
だ
め
な
し
（
多
義
あ
り
）

古
今
二
首
・
後
撰

105

あ
や
め
草

「
あ
や
め
」
と
「
あ
や
め
草
」

D

古
今
・
後
拾
遺

106

は
ち
す

「
は
ち
す
」
と
「
は
す
」

D

古
今

107

い
な
船

「
い
な
船
」
の
二
説

D

古
今

108

逢
ふ
に
身
を
か
ふ
・
た
に
か

心
も
得
ぬ
…
よ
く
い
ひ
と
ら
む
と
て
詠
め
る
な
り

E

後
撰
二
首

109

み
と
の
ま
ぐ
は
ひ

〈
簡
略
な
語
義
説
明
の
み
〉

E

出
典
未
詳

110

王
昭
君

中
国
の
故
事
が
典
拠

A

後
拾
遺
二
首

111

楊
貴
妃

中
国
の
故
事
が
典
拠

A

玄
玄
集

112

呉
松
孝
（
紅
葉
題
詩
）

中
国
の
故
事
が
典
拠

A

出
典
未
詳
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113

孔
子
と
顔
回

中
国
の
故
事
が
典
拠

A

出
典
未
詳

114

三
日
夜
餅

床
（
夜
殿
）

B

後
拾
遺

115

か
る
も

床
（
ふ
す
ゐ
の
床
）

D

後
拾
遺

116

新
枕

床
↓
枕
（
新
枕
）

B

伊
勢
物
語

117

む
な
し
き
船

下
居
の
帝

A

後
拾
遺

118

下
り
居
る

下
り
居
る
山
／
内
裏
周
辺
（
醍
醐
天
皇
か
）
で
の
不
吉
な
表
現

B

大
和
物
語
所
収
歌
の
記
憶
違
い
か

119

夢
後
郭
公

内
裏
周
辺
（
堀
河
天
皇
）
で
の
不
吉
な
表
現

B

和
歌
な
し

120

た
ま
の
み
ど
の

内
裏
周
辺
（
堀
河
天
皇
中
宮
）
で
の
不
吉
な
表
現

B

和
歌
な
し

121

雲
隠
る

内
裏
周
辺
（
白
河
天
皇
中
宮
）
で
の
不
吉
な
表
現

B

和
歌
な
し

122

下
燃
え
の
煙

内
裏
周
辺
（
郁
芳
門
院
）
で
の
不
吉
な
表
現

B

和
歌
一
部
の
み


