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べ
、
一
四
八
話
「
帯
刀
の
陣
の
十
番
の
歌
合
せ
の
事
」
が
次
の
話

に
採
ら
れ
る
理
由
と
な
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

　
『
著
聞
集
』
巻
第
五
和
歌
第
六
に
関
し
て
は
概
ね
時
代
順

に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
異
な
る
部
分
も
あ
る
が
そ

の
法
則
は
頷
け
る
。
し
か
し
第
一
四
七
話
、
第
一
四
八
話
を

見
る
と
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
前
話
の
説
話
内
容
が
次
の
説

話
の
配
列
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
和
歌
の

部
に
限
ら
ず
広
く
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
が
、

と
あ
る
説
話
の
連
想
に
よ
り
次
の
説
話
が
配
置
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
他
に
も
見
つ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
概
ね
時
代

順
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
隣
り
合
う
説
話
の
連
鎖
に
よ
っ
て

『
著
聞
集
』
が
配
置
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
提
示
し
た
）
1
（

い
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
島
田
氏
の
視
点
は
、
時
代
や
人
物
関
係
が
近

は
じ
め
に

　
『
古
今
著
聞
集
』
和
歌
の
部
の
巻
頭
話
に
続
く
一
四
四
話
か
ら

一
四
六
話
ま
で
の
三
話
は
、
花
山
院
と
そ
の
親
し
い
人
物
に
つ
い

て
扱
っ
た
、
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
説
話
群
で
あ
る
。
以
後
、
こ

の
三
話
の
総
体
を
花
山
院
関
連
説
話
と
み
な
し
、
本
稿
で
は
そ
の

相
互
関
係
に
着
目
す
る
。

　

近
年
、
島
田
遼
氏
は
『
古
今
著
聞
集
』
和
歌
の
部
の
編
纂
意
識

に
つ
い
て
、
説
話
の
配
列
の
相
関
関
係
を
考
察
す
る
重
要
性
に
つ

い
て
指
摘
し
て
い
る
。
島
田
氏
は
一
四
七
話
「
東
三
条
院
、
撫
子

合
せ
の
事
」
に
お
い
て
、
歌
合
で
「
み
ぎ
は
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
て
自
陣
の
勝
利
を
願
っ
た
歌
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、「
第
一
四
七
話
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
よ
う
な
内
容
の
第
一

四
八
話
が
、
第
一
四
七
話
の
採
録
を
き
っ
か
け
と
し
て
撰
者
の
脳

裏
に
よ
ぎ
り
、
続
い
て
採
録
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述

『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
和
歌
第
六
、
花
山
院
関
連
和
歌
説
話
と 

弘
徽
殿
の
女
御
説
話
の
配
置
に
つ
い
て

小
野
寺　

貴　

之
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そ
の
名
称
面
と
内
容
面
か
ら
、
現
在
確
認
し
得
る
も
の
と
し
て
は
、

『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
に
紹
介
さ
れ
る
「
弘
徽
殿
女
御
義
子
歌
合
」

が
最
も
適
合
す
る
情
報
を
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
萩
谷
朴

氏
が
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

増
補
新
訂
版　

第
二
巻
』
所
収
の

「
一
一
四〔
長
徳
二
年
八
月
―
寛
弘
八
年
六
月
〕弘
徽
殿
女
御
義
子

歌
合
」
の
副
文
献
資
料
と
し
て
『
和
歌
合
抄
』
目
録
の

〔
和
歌
合
抄
目
録
〕巻
四

弘義
子

徽
殿
女号
閑
院
女
御

御
歌
合　

五
番　

題
字
鋂　

判
者

 

一
条
院
女
御　

太
政
大
臣
公
季
公
）
3
（
女

と
の
記
録
を
挙
げ
、
併
せ
て
『
古
今
著
聞
集
』
一
四
四
話
も
載
せ

て
関
連
す
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
合
の
内
容
は
現

在
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
と
い
う
名
称

の
一
致
と
、
一
四
四
話
の
「
文
字
ぐ
さ
り
」
と
『
和
歌
合
抄
』
目

録
の
「
字
鋂
」
と
い
う
歌
合
の
趣
向
を
示
す
語
の
同
義
性
に
よ
り
、

萩
谷
氏
は
両
者
が
同
一
の
内
容
を
指
し
て
い
る
と
い
う
立
場
を
と

っ
て
い
る
。

古
今
著
聞
集
が
果
し
て
、
本
歌
合
の
証
本
に
よ
っ
て
説
を
な

し
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
著
聞
集
の
記
述
に
従

え
ば
、
そ
れ
は
単
純
な
折
句
も
物
名
歌
で
し
か
な
く
、
文
字

ぐ
さ
り
と
は
い
え
な
い
も
の
と
な
る
。（
中
略
）和
歌
合
抄
の

い
配
列
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
説
話
同
士
が
話
と
し
て

連
続
し
た
関
係
を
持
っ
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
と
は
別
に
隣
り
合

う
本
文
同
士
に
何
ら
か
の
相
関
性
を
持
つ
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る

可
能
性
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
最
初
に
扱
う
一
四
四
話
は
、
配
列
か
ら
見
た
視
点
と
内

容
か
ら
見
た
視
点
で
各
々
に
、
異
な
る
人
物
を
指
す
話
と
し
て
扱

う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
話
の
主
役

「
弘
徽
殿
の
女
御
」
を
、
編
者
が
誰
と
想
定
し
た
上
で
話
を
こ
の

位
置
に
置
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
、

島
田
氏
の
述
べ
る
よ
う
な
配
列
上
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
考
察
す

る
こ
と
で
整
理
し
、
編
者
の
誤
り
に
も
受
け
取
れ
る
一
四
四
話
の

配
置
が
、
一
四
五
話
と
一
四
六
話
を
含
ん
だ
花
山
院
関
連
説
話
と

の
相
互
関
係
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
考
察
す
る
。

一
、
一
四
四
話
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
の
問
題
点

　

弘
徽
殿
の
女
御
の
歌
合
せ
に
、
花
か
う
じ
・
し
ら
ま
ゆ
み

と
い
へ
る
文
字
ぐ
さ
り
を
歌
の
句
の
か
み
に
す
ゑ
て
、
折
句

の
歌
に
よ
ま
せ
ら
れ
け
る
、
め
づ
ら
し
か
り
け
る
事
な
り
。

大
か
た
の
題
に
は
四
季
・
恋
を
こ
そ
も
ち
ゐ
ら
れ
侍
れ
。

 

（『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
和
歌
第
六
・
一
四
四
）
2
（

話
）

一
四
四
話
は
弘
徽
殿
の
女
御
の
歌
合
の
話
で
あ
る
。
こ
の
歌
合
は
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女
御
藤
原
述
子
か
、
ま
た
は
花
山
天
皇
の
女
御
藤
原
忯
子
と
な
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
主
要
な
『
古
今
著
聞
集
』
の
注
釈
は
次
の
話

と
の
関
係
を
考
慮
し
て
か
、
忯
子
説
を
と
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る

と
今
度
は
、
時
系
列
順
と
し
て
の
配
列
を
乱
さ
な
く
な
る
一
方
、

内
容
面
で
問
題
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
伝
わ
る
記
録

上
で
は
、
述
子
、
忯
子
の
両
女
御
が
歌
合
を
催
し
た
と
は
思
わ
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
編
者
の
目
線
か
ら
整
理

す
る
と
、
一
四
四
話
に
は
次
の
三
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

Ａ
、「
弘
徽
殿
の
女
御
」
が
義
子
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
話
の
内

容
に
問
題
は
な
い
が
編
者
が
配
列
順
を
間
違
え
た
か
、
義
子

の
生
き
た
時
代
を
勘
違
い
し
て
い
た
可
能
性
。

Ｂ
、「
弘
徽
殿
の
女
御
」
が
忯
子（
も
し
く
は
述
子
）を
表
す
も
の

で
あ
り
、
配
列
上
は
問
題
が
な
い
が
編
者
が
義
子
の
歌
合
を

忯
子
が
行
っ
た
も
の
だ
と
混
同
し
て
い
る
可
能
性
。

Ｃ
、「
弘
徽
殿
の
女
御
」
で
あ
る
忯
子（
も
し
く
は
述
子
）が
行
っ

た
歌
合
が
実
際
に
存
在
し
編
者
は
そ
れ
に
取
材
を
し
て
お
り

問
題
が
な
い
が
、
現
存
す
る
記
録
や
資
料
に
確
認
が
と
れ
な

い
。
あ
る
い
は
「
和
歌
合
抄
」
の
情
報
で
は
な
く
、
編
者
は

「
弘
徽
殿
の
女
御
」
を
忯
子（
ま
た
は
述
氏
）と
し
た
目
録
情

報
を
目
に
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
。

　

こ
の
う
ち
Ｃ
説
は
検
討
の
し
よ
う
が
な
く
、
今
ま
で
誰
も
そ
の

目
録
に
五
番
と
あ
る
か
ら
、
文
字
ぐ
さ
り
の
隠
題
が
五
つ
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
古
今
著
聞
集
が
挙
げ

た
二
つ
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
判
定
し
難
い
。
何
れ
に

せ
よ
、
歌
合
中
停
期
に
お
け
る
、
好
事
的
興
味
に
よ
っ
て
生

れ
た
新
趣
向
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
）
4
（

る
。

ま
た
、
萩
谷
氏
が
不
審
視
し
た
「
花
か
う
じ
・
し
ら
ま
ゆ
み
」
と

い
う
歌
題
に
つ
い
て
櫻
井
利
佳
氏
は
、
編
者
が
歌
合
の
内
容
に
触

れ
ら
れ
な
い
状
況
で
は
あ
っ
た
が
「
類
聚
歌
合
」
あ
る
い
は
「
古

今
歌
合
」
の
、
散
逸
し
た
目
録
の
情
報
の
中
に
見
出
し
て
い
た
可

能
性
を
指
摘
し
て
い
）
5
（

る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
内
容
面
か
ら
判
断
し
て
一
四
四
話
の
歌
合

を
「
弘
徽
殿
女
御
義
子
歌
合
」
と
同
一
の
物
で
あ
る
と
す
る
と
、

『
古
今
著
聞
集
』
に
お
け
る
以
後
の
説
話
の
配
列
と
照
ら
し
た
際

に
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。「
弘
徽
殿
の
女
御
」
を
藤
原
義
子
、
す

な
わ
ち
一
条
天
皇
の
女
御
の
義
子
だ
と
す
る
と
、
次
の
一
四
五
話

と
一
四
六
話
が
花
山
院
の
出
家
後
の
話
で
、
以
降
の
話
の
配
列
が

概
ね
年
代
順
に
進
ん
で
い
く
関
係
上
、
仮
に
配
列
に
従
え
ば
一
四

八
話
の
主
題
で
あ
る
、
正
暦
四
年
の
帯
刀
陣
歌
合
の
後
あ
た
り
に

採
話
さ
れ
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
一
四
四
話
を
『
古
今
著
聞
集
』
の
配
列
面
か
ら
考
察
す

る
と
、
花
山
天
皇
と
同
時
代
か
前
の
時
代
の
「
弘
徽
殿
の
女
御
」

に
相
当
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
の
は
村
上
天
皇
の
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名
称
を
備
え
た
別
の
人
物
が
、
他
の
年
代
に
も
存
在
し
て
い
る
こ

と
が
確
実
な
人
名
を
扱
う
と
き
、
そ
の
人
物
を
限
定
で
き
る
語
を

話
の
中
に
補
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
不
備
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

『
古
今
著
聞
集
』
和
歌
の
部
に
実
際
に
出
て
来
る
表
現
を
例
示
す

れ
ば
、
一
六
〇
話
の
冒
頭
「
長
寛
の
比
」
の
よ
う
に〈
年
号
＋
比
〉

と
つ
け
る
だ
け
で
も
良
い
し
、
二
三
〇
話
冒
頭
「
後
鳥
羽
院
の
御

時
」
の
よ
う
に〈
天
皇
＋
御
代
〉で
も
補
完
し
得
る
。
時
代
を
補
う

以
外
に
も
、
一
五
〇
話
「
齋
院
の
選
子
」
の
よ
う
に
名
前
を
直
接

表
記
す
る
方
法
や
、
天
皇
の
名
を
使
用
し
て
「
○
○
院
の
女
御
」

と
い
っ
た
表
現
も
選
択
し
得
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
語
が
一

四
四
話
に
補
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
視
す
る
と
き
、
そ
の
原

因
は
大
き
く
二
つ
の
可
能
性
に
分
け
ら
れ
る
。

　

一
つ
目
は
、
編
者
が
時
代
や
名
前
を
補
う
語
を
入
れ
忘
れ
た
、

歌
合
の
内
容
か
ら
入
れ
な
く
て
も
分
か
る
と
思
っ
た
、
あ
る
い
は

何
ら
か
の
制
約
に
よ
っ
て
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
消
極
的
な

選
択
の
結
果
で
あ
る
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
何
ら
か
の
制

約
に
よ
っ
て
補
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
例
え
ば
編
者
が
原
拠
と
し

た
情
報
に
年
号
や
名
前
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
の
状
態

で
採
話
し
た
こ
と
が
想
定
し
得
る
。
実
際
に
一
四
七
話
は
「
寛
和

二
年
七
月
七
日
皇
太
后
詮
子
瞿
麦
）
10
（

合
」
の
日
記
と
ほ
と
ん
ど
同
一

と
言
っ
て
良
い
説
明
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
櫻
井
氏
の
言
う
よ
う

に
一
四
四
話
が
目
録
を
原
拠
と
し
て
記
述
さ
れ
た
場
）
11
（

合
、
そ
こ
に

名
前
も
年
月
も
添
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
編
者
と
し
て
は
判
断
し

可
能
性
に
言
及
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
、

述
子
、
忯
子
の
両
女
御
が
ど
ち
ら
も
入
内
し
て
一
年
を
待
た
ず
に

病
で
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
低
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
た
め
本
稿
で
も
そ
の
可
能
性
は
追
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。
先
行

す
る
注
釈
で
は
、
新
潮
社
日
本
古
典
集
成
と
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
の

「『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
「
和
歌
第
六
」
を
読
）
6
（

む
⑴
」
で
は
Ｂ
の

忯
子
説
、
日
本
古
典
文
学
大
系
で
も
歌
合
の
内
容
に
疑
問
を
呈
し

な
が
ら
）
7
（

も
配
列
の
重
要
性
を
優
先
し
「
忯
子
か
」、
と
し
て
い
る

（
Ｂ
説
）。
対
し
て
、
前
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
萩
谷
氏
は
『
平
安
朝

歌
合
大
成
』
に
お
い
て
一
四
四
話
を
『
和
歌
合
抄
』
の
目
録
に
記

載
さ
れ
て
い
る
義
子
の
歌
合
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提

で
捉
え
、「
弘
徽
殿
女
御
義
子
歌
合
」
の
考
証
に
組
み
込
ん
で
い

る
他
、
後
述
す
る
説
話
研
究
会
の
注
で
一
四
四
話
を
担
当
し
た
櫻

井
氏
も
、「『
古
今
著
聞
集
』
の
原
拠
と
し
て
の
『
歌
合（
十
巻

本
）』
試
）
8
（

論
」
で
義
子
の
歌
合
と
同
定
し
、『
古
今
著
聞
集
』
和
歌

の
部
の
配
列
を
乱
す
も
の
と
捉
え
て
い
る（
Ａ
説
）。
ま
た
説
話
研

究
会
の
「『
古
今
著
聞
集
』
新
解（
三
）和
歌
第
六
」
で
は
、
史
実

と
し
て
は
義
子
で
は
あ
る
が
編
者
が
忯
子
と
誤
解
を
し
て
い
る
と

し
て
、（
Ａ
）（
Ｂ
）の
両
方
の
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
編
者

の
過
失
に
矛
盾
の
原
因
を
求
め
て
い
）
9
（

る（
Ｂ
説
）。

　

Ａ
説
と
Ｂ
説
に
可
能
性
が
分
か
れ
て
し
ま
う
原
因
は
、「
弘
徽

殿
の
女
御
」
の
正
体
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
じ
め
て
要
求

さ
れ
る
、
こ
の
説
話
の
不
備
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
同
一
の
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も
の
の
、
少
な
く
と
も
配
列
上
は
忯
子
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
編
者

が
意
図
し
て
選
択
を
行
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で

あ
る
。

二
、
一
四
五
話
の
編
集
意
図
と
前
話
と
の
関
係
性

1
　
一
四
五
話
の
和
歌
の
他
出
と
詠
歌
状
況
の
違
い

　
『
古
今
著
聞
集
』
和
歌
の
部
の
一
四
五
話
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

　

花
山
院
、
御
ぐ
し
お
ろ
さ
せ
給
ひ
て
後
、
叡
山
よ
り
下
ら

せ
給
ひ
け
る
に
、
東
坂
本
の
辺
に
、
紅
梅
の
い
と
お
も
し
ろ

う
咲
き
た
り
け
る
を
、
立
ち
と
ど
ま
ら
せ
給
ひ
て
、
し
ば
し

御
覧
ぜ
ら
れ
け
り
。
惟
茂
の
弁
の
入
道
、
御
供
に
候
ひ
け
る

が
、「
王
位
を
す
て
て
御
出
家
あ
る
程
な
ら
ば
、
こ
れ
体
の

た
は
ぶ
れ
た
る
御
振
舞
は
あ
る
ま
じ
き
御
事
に
候
ふ
」
と
申

し
侍
り
け
れ
ば
、
よ
ま
せ
給
う
け
る
、

色
香
を
ば
思
ひ
も
い
れ
ず
梅
の
花
つ
ね
な
ら
ぬ
世
に
よ

そ
へ
て
ぞ
み
る

 

（『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
和
歌
第
六
・
一
四
五
）
12
（

話
）

本
話
は
、
出
家
し
た
花
山
院
が
東
坂
本
で
梅
の
花
を
見
て
歌
を
詠

よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
編
者
が
敢
え
て
時
代
や
名
前
を
補
う
語
を
入
れ

な
か
っ
た
と
い
う
積
極
的
な
選
択
の
結
果
で
あ
っ
た
可
能
性
で
あ

る
。

　

一
四
四
話
に
人
物
を
特
定
し
得
る
情
報
が
乏
し
い
こ
と
の
原
因

が
、
消
極
的
選
択
に
よ
る
場
合
で
あ
れ
積
極
的
選
択
に
よ
る
場
合

で
あ
れ
、
配
列
上
一
四
五
話
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
編

者
の
意
図
が
介
在
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
消
極
的
選

択
に
よ
る
場
合
、
そ
れ
が
原
拠
の
記
述
不
足
に
由
来
す
る
と
仮
定

し
た
と
き
、
編
者
は
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
が
ど
の
女
御
を
指
す
も

の
と
す
る
べ
き
か
選
択
を
迫
ら
れ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

編
者
の
怠
慢
や
過
失
を
原
因
と
す
る
場
合
も
、
編
者
自
身
は
「
弘

徽
殿
の
女
御
」
が
誰
な
の
か
と
い
う
情
報
に
接
し
て
い
る
た
め
、

一
四
四
話
の
配
置
は
敢
え
て
の
こ
と
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
少

な
く
と
も
配
列
順
で
見
た
場
合
、
述
子
、
忯
子
の
い
ず
れ
か
が
合

致
す
る
場
所
へ
、
そ
し
て
続
く
一
四
五
話
を
読
ん
だ
時
に
受
け
手

が
濃
厚
に
忯
子
を
想
起
し
得
る
場
所
へ
の
配
話
を
選
択
し
た
こ
と

に
な
る
。
ま
た
原
拠
に
名
前
や
時
代
を
示
す
語
が
あ
っ
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
積
極
的
な
理
由
で
そ
れ
を
入
れ
な
い
選
択
を
し
た
場
合

も
、
そ
の
行
動
は
結
果
的
に
配
列
上
、「
弘
徽
殿
の
女
御
」
が
忯

子
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
働
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
や
は

り
、
一
四
四
話
の
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
に
つ
い
て
は
、『
説
話
』

が
説
明
す
る
よ
う
に
編
者
の
誤
り
で
あ
る
可
能
性
も
想
定
し
得
る
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（『
撰
集
抄
』
巻
八
―
第
二
四
話〔
花
山
院　

哥）
15
（

〕）

　

存
在
し
た
と
さ
れ
る
『
花
山
院
御
集
』
が
散
逸
し
て
い
る
現
状

で
）
16
（

は
、
本
歌
が
最
も
早
い
段
階
で
確
認
で
き
る
の
は
『
和
漢
朗
詠

集
』
の
「
紅
梅
」
の
歌
と
し
て
で
あ
る
。
次
に
現
れ
る
『
新
古
今

和
歌
集
』
は
詞
書
に
「
梅
の
花
を
見
給
ひ
て
」
と
あ
り
、
雑
の
部

に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
和
漢
朗
詠
集
』
と

『
新
古
今
和
歌
集
』
か
ら
は
花
山
院
が
仏
道
へ
帰
依
し
て
い
く
、

ど
の
段
階
の
歌
で
あ
る
か
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

こ
の
歌
を
具
体
的
な
花
山
院
の
発
心
、
出
家
の
状
況
と
絡
め
た

も
の
は
『
古
今
著
聞
集
』
と
『
撰
集
抄
』
の
説
話
に
確
認
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
両
者
の
描
写
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
『
撰
集
抄
』
で
は
花
山
院
が
「
道
心
の
発
」
っ
た
頃
に
、
梅
の

木
の
枝
を
受
け
取
る
と
い
う
、
時
間
も
場
所
も
『
古
今
著
聞
集
』

に
比
べ
る
と
曖
昧
な
状
況
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
古
今
著
聞
集
』

に
お
い
て
は
花
山
院
が
そ
の
退
位
後
の
出
来
事
と
さ
れ
る
、
出
家

し
て
比
叡
山
か
ら
下
山
し
て
い
る
途
中
に
梅
の
木
を
見
て
い
る
と

い
う
特
定
さ
れ
た
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
花
山
院
の
詠
歌
状

況
を
め
ぐ
り
、『
古
今
著
聞
集
』
よ
り
も
『
撰
集
抄
』
が
妥
当
と

見
た
の
は
今
井
源
衛
氏
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
云
う
「
御
堂
の
御
方
」
と
は
、
道
長
の
北
方
二
人
、

倫
子
・
明
子
の
ど
ち
ら
か
明
ら
か
で
な
い
。「
道
心
を
発
し

む
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
『
古
今
著
聞

集
』
成
立
期
頃
ま
で
に
次
の
よ
う
な
他
出
が
確
認
で
き
る
。

色
香
を
ば
思
ひ
も
い
れ
ず
梅
の
花
常
な
ら
ぬ
世
に
よ
そ
へ
て

ぞ
見
る 

華
山
院
御
製

 
（『
和
漢
朗
詠
集
』
春
・
梅
付
紅
梅
・
一
〇
）
13
（

一
）

　
　

梅
の
花
を
見
給
ひ
て 

花
山
院
御
哥

色
香
を
ば
思
ひ
も
入
れ
ず
梅
の
花
常
な
ら
ぬ
世
に
よ
そ
へ
て

ぞ
見
る

 

（『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
六
・
雑
歌
上
・
一
四
四
）
14
（

五
）

　

花
山
院
の
道
心
の
発
り
給
へ
り
け
る
比
、
御
堂
の
御
殿
の

御
方
よ
り
、
紅
梅
の
殊
色
も
薫
も
妙
に
侍
り
け
る
を
、
一
枝

ま
い
ら
せ
け
る
御
返
事
に
、

色
香
を
ば
お
も
ひ
も
い
れ
ず
梅
の
は
な
つ
ね
な
ら
ぬ
世

に
よ
そ
へ
て
ぞ
み
る

と
読
給
へ
り
け
る
、
哀
に
侍
り
。
常
な
き
世
に
は
、
色
を
も

香
を
も
思
入
じ
。
花
も
世
も
常
な
ら
ま
し
か
ば
、
花
に
も
か

に
も
心
を
と
め
ま
し
物
を
。
実
、
無
常
を
思
食
、
し
め
さ
せ

給
へ
り
け
る
、
い
と
か
た
じ
け
な
く
ぞ
覚
侍
る
。
御
堂
の
御

殿
も
、
殊
哀
に
覚
て
い
ま
そ
か
り
け
る
ま
ゝ
に
、
そ
ゞ
ろ
に

御
袖
を
ぬ
ら
さ
せ
給
へ
り
と
、
伝
承
侍
し
。



― 45 ―

れ
が
真
実
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
か
、
速
断
は
で
き
な
い
が
、

少
な
く
と
も
『
古
今
著
聞
集
』
の
方
の
話
に
は
矛
盾
が
な
い
。

『
撰
集
抄
』
で
は
、
花
山
院
の
出
家
直
前
の
詠
歌
と
さ
れ
て

い
る
が
、『
新
古
今
集
』
の
諸
家
の
注
釈
は
み
な
出
家
後
の

歌
と
み
て
お
り
、
そ
れ
が
妥
当
で
あ
ろ
）
20
）（
19
（

う
。

と
し
て
、『
撰
集
抄
』
の
当
該
話
は
「
何
ら
詠
歌
事
情
の
説
明
の

な
い
も
の
を
も
と
に
し
て
、
自
由
に
創
作
し
た
と
見
る
の
が
正
し

い
で
あ
ろ
う
」
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
新
潮
古
典
集
成

『
古
今
著
聞
集
』
の
解
説
に
お
い
て
、
西
尾
光
一
氏
は
「
こ
の
御

製
に
こ
う
い
う
説
話
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
付
い
た
の
か
わ
か

ら
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
両
話
の
違
い
と
し
て
出
家
以
前
か
以
後

か
と
い
う
点
に
着
目
し
て
い
）
21
（
る
。

　

こ
の
四
者
に
よ
る
評
価
の
違
い
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、

『
古
今
著
聞
集
』
と
『
撰
集
抄
』
の
ど
ち
ら
が
よ
り
実
際
の
詠
歌

状
況
に
近
か
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
こ
で
両

話
の
異
同
を
和
歌
を
中
心
と
し
て
、
詠
歌
時
期
と
詠
歌
状
況
で
整

理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

詠
歌
時
期

：『
撰
集
抄
』
で
は
花
山
院
の
仏
道
へ
の
傾
倒
の
段
階

が
、
具
体
的
な
記
録
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
曖

昧
で
あ
る
が
、『
古
今
著
聞
集
』
で
は
退
位
と
出
家
が

確
定
し
て
お
り
、
世
俗
を
離
れ
た
価
値
観
の
実
践
者
と

給
へ
る
こ
ろ
」
も
確
定
は
で
き
な
い
が
、
退
位
の
翌
年
く
ら

い
と
み
る
の
が
穏
当
で
、
と
す
れ
ば
、
丁
度
院
が
比
叡
滞
在

中
の
こ
ろ
で
あ
り
、
道
長
室
が
わ
ざ
わ
ざ
歌
を
お
く
る
に
は

や
や
不
似
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
除
け
ば
話
全
体

と
し
て
は
、
撰
集
抄
の
方
が
、
著
聞
集
の
作
り
ご
と
め
い
て

い
る
の
よ
り
も
、
よ
ほ
ど
自
然
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
ず
、
当

時
の
贈
答
歌
の
一
つ
と
し
て
、
さ
も
あ
り
う
べ
き
こ
と
に
思

わ
れ
）
17
（

る
。

　

対
し
て
、
久
保
田
淳
氏
は
「
実
際
の
と
こ
ろ
は
、『
古
今
著
聞

集
』
の
伝
承
以
外
、
花
山
院
が
出
家
し
て
修
行
の
た
め
に
行
脚
中

の
作
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
資
料
は
な
い
」
と
留
保
を
つ
け
つ
つ
、

　

出
家
後
の
作
と
見
る
の
が
や
は
り
自
然
で
あ
ろ
う
。
美
し

い
梅
花
を
も
無
常
な
世
の
象
徴
と
見
る
と
い
う
主
題
が
あ
ら

わ
に
す
ぎ
る
感
が
な
い
で
も
な
い
。
が
、
そ
れ
だ
け
こ
の
よ

う
に
歌
っ
た
花
山
院
の
道
心
は
ひ
た
む
き
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
か
も
し
れ
な
）
18
（

い
。

　

と
、
そ
の
内
容
面
か
ら
『
古
今
著
聞
集
』
の
状
況
に
近
い
出
家

後
の
作
と
見
て
い
る
。
ま
た
小
島
孝
之
氏
も
、

　
『
撰
集
抄
』
の
説
話
と
『
古
今
著
聞
集
』
の
説
話
と
い
ず
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2
　「
弘
徽
殿
の
女
御
」
忯
子
と
花
山
院

　

一
四
四
話
の
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
に
つ
い
て
、
諸
注
釈
に
お
い

て
同
定
さ
れ
る
忯
子
は
花
山
院
の
女
御
で
あ
る
。『
日
本
紀
略
』

に
よ
れ
ば
永
観
二
年
十
月
に
、

○
十
八
日
甲
午
。
大
納
言
藤
原
朝
臣
為
光
卿
女
忯
子
入
巴

掖

庭
馬

翌
十
一
月
に

○
七
日
癸
丑
。
宣
旨
。
以
巴

大
納
言
藤
原
為
光
卿
第
二
女
忯

子
蚤

為
巴

女
御
蚤

者
。
以
巴

弘
徽
殿
蚤

為
巴

休
所
馬

と
し
て
、
花
山
院
の
女
御
に
な
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

そ
の
死
に
つ
い
て
は
寛
和
元
年
七
月
、

○
十
八
日
辛
酉
。
未
剋
。
女
御
藤
原
忯
子
卒
。
大
納
言
為
光

卿
女
也
。
懐
孕
之
間
。
日
来
病
悩
。
天
下
哀
覗

之
。

 

（
以
上
、『
日
本
紀
略
』
後
篇
八
「
華
）
22
（

山
」）

と
し
て
い
る
。

　

忯
子
に
対
す
る
花
山
院
の
寵
愛
ぶ
り
を
描
写
し
、
そ
の
死
を
花

山
院
の
出
家
と
直
接
結
び
つ
け
た
も
の
に
は
、
ま
ず
『
栄
花
物

語
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
寵
愛
ぶ
り
と
し
て
は
、

　

か
か
る
ほ
ど
に
、
一
条
の
大
納
言
の
御
姫
君
し
た
て
て
参

ら
せ
給
ふ
。（
中
略
）弘
徽
殿
に
住
ま
せ
給
ふ
。
す
べ
て
こ
れ

し
て
の
視
点
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。

詠
歌
状
況

：『
撰
集
抄
』
で
は
特
定
の
相
手
か
ら
送
ら
れ
て
来
た

梅
の
枝
へ
の
反
応
で
あ
り
、
歌
は
そ
の
相
手
に
対
す
る

返
事
と
し
て
見
る
の
が
普
通
と
な
る
が
、『
古
今
著
聞

集
』
で
は
梅
の
木
を
見
る
こ
と
で
自
発
的
に
歌
が
発
生

し
て
お
り
、
向
け
る
べ
き
具
体
的
な
相
手
は
見
い
だ
せ

な
い
。

こ
う
し
た
違
い
が
表
れ
た
背
景
に
は
、
ま
ず
『
古
今
著
聞
集
』
と

『
撰
集
抄
』
で
は
依
拠
し
た
原
拠
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
可
能

性
を
指
摘
し
得
る
が
、
現
状
で
は
そ
の
原
拠
資
料
を
確
認
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
小
島
氏
の
言
う
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
、
あ

る
い
は
ど
ち
ら
も
が
歌
を
起
点
と
し
た
創
作
で
あ
る
と
い
う
可
能

性
も
残
さ
れ
る
。

　

一
方
、『
古
今
著
聞
集
』
の
一
四
五
話
と
『
撰
集
抄
』
を
比
較

し
た
際
、
話
そ
の
も
の
の
虚
実
と
は
別
に
、
配
話
環
境
の
違
い
が

挙
げ
ら
れ
る
。『
撰
集
抄
』
と
は
異
な
り
、『
古
今
著
聞
集
』
の
一

四
五
話
は
前
後
を
花
山
院
に
関
連
す
る
、
ま
た
は
関
連
す
る
と
考

え
得
る
話
に
挟
ま
れ
て
い
る
。
両
話
の
ど
ち
ら
が
よ
り
実
際
に
近

い
か
と
い
う
こ
と
を
明
か
に
す
る
の
は
困
難
だ
が
、
少
な
く
と
も

『
古
今
著
聞
集
』
に
お
け
る
一
四
五
話
の
形
成
の
さ
れ
方
に
つ
い

て
、
前
後
の
配
列
に
そ
の
一
因
を
求
め
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
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の
人
い
み
じ
く
道
心
起
し
て
尼
法
師
に
な
り
果
て
ぬ
と
の
み

聞
ゆ
。
こ
れ
を
み
か
ど
聞
し
め
し
て
、
は
か
な
き
世
を
お
ぼ

し
歎
か
せ
給
て
、「
あ
は
れ
、
弘
徽
殿
い
か
に
罪
深
か
ら
ん
。

か
か
る
人
は
い
と
罪
重
く
こ
そ
あ
な
れ
。
い
か
で
か
の
罪
を

滅
さ
ば
や
」
と
、
お
ぼ
し
乱
る
る
事
ど
も
御
心
の
ち
に
あ
る

べ
し
。

 

（
以
上
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
二
、
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
）
23
（

言
）

　

こ
の
花
山
院
の
出
家
と
忯
子
の
死
の
因
果
関
係
は
説
話
や
歴
史

書
で
も
扱
わ
れ
て
お
り
、『
古
今
著
聞
集
』
に
先
行
す
る
説
話
集

で
あ
る
『
古
事
談
』
に
も
重
要
な
契
機
と
し
て
忯
子
の
死
が
記
述

さ
れ
る
。

　

こ
の
御
出
家
の
発
心
は
、
弘
徽
殿
の
女
御（
恒
徳
公
の
女
）

鍾
愛
の
あ
ひ
だ
、
忽
ち
に
薨
逝
す
。
よ
り
て
御
悲
歎
の
と
こ

ろ
、
町
尻
殿
、
便
宜
を
得
、
世
間
無
常
の
法
文（
妻
子
珍
宝

及
王
位
、
臨
巴

命
終
時
蚤

不
随
者
、
等
の
文
な
り
）等
を
書
き
、

見
せ
奉
り
、
御
出
家
の
事
を
勧
め
申
さ
る
。

 

（『
古
事
談
』「
二
〇　

花
山
天
皇
、
御
出
家
御
発
心
ノ
）
24
（

事
」）

ま
た
『
古
今
著
聞
集
』
に
や
や
先
行
し
て
成
立
し
た
歴
史
書
で
あ

る
『
愚
管
抄
』
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
、
花
山
院
が
出
家
す
る

に
到
る
内
面
的
な
要
因
と
し
て
忯
子
の
死
が
記
さ
れ
て
い
る
。

は
も
ろ
も
ろ
に
勝
り
て
い
み
じ
う
時
め
き
給
へ
ば
、
大
納
言

い
み
じ
う
嬉
し
お
ぼ
し
て
、
い
と
ど
御
祈
を
せ
さ
せ
給
ふ
。

　

と
最
初
か
ら
他
の
女
御
と
比
べ
て
並
々
な
ら
な
い
も
の
と
し
て

登
場
し
て
お
り
、
そ
の
特
別
扱
い
は
入
内
後
す
ぐ
に
病
に
伏
せ
た

後
も
引
き
続
き
行
わ
れ
る
。

　

か
か
る
程
に
た
だ
な
ら
ず
な
ら
せ
給
ひ
に
け
り
。（
中
略
）

は
か
な
き
御
果
物
な
ど
も
、
か
し
こ
に
は
つ
ゆ
か
ひ
な
う
き

こ
し
め
さ
ね
ど
、「
ま
づ
ま
づ
」
と
奉
ら
せ
給
ふ
を
、
大
納

言
、「
い
と
世
づ
か
ず
や
」
な
ど
、
う
ち
歎
き
つ
つ
過
ぐ
し

給
ふ
程
に
、
せ
め
て
お
ぼ
つ
か
な
く
恋
し
く
思
ひ
き
こ
え
給

ひ
て
、「
た
だ
宵
の
程
」
と
の
み
の
給
す
れ
ど
、

そ
し
て
、
忯
子
が
無
く
な
っ
た
後
に
は
「
内
に
も
垂
れ
籠
め
て
お

は
し
ま
し
て
、
御
声
も
惜
し
ま
せ
給
は
ず
、
い
と
さ
ま
悪
し
き
ま

で
泣
か
せ
給
」
っ
た
花
山
院
は
し
ば
ら
く
し
て
次
の
よ
う
に
発
心

し
、
そ
の
後
出
家
に
到
る
。

　

か
く
あ
は
れ
〳
〵
な
ど
あ
り
し
程
に
、
は
か
な
く
寛
和
二

年
に
も
な
り
ぬ
。
世
の
中
正
月
よ
り
心
の
ど
か
な
ら
ず
、
怪

し
う
も
の
の
さ
と
し
な
ど
繁
う
て
、
内
に
も
御
物
忌
が
ち
に

て
お
は
し
ま
す
。
又
、
い
か
な
る
頃
に
か
あ
ら
ん
、
世
の
中
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あ
る
い
は
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
と
い
う
語
か
ら
花
山
院
と
忯
子
の

関
係
を
一
瞬
で
も
想
起
さ
せ
る
引
力
を
働
か
せ
て
い
る
こ
と
は
否

め
な
い
だ
ろ
う
。
読
者
の
中
で
一
四
四
話
と
一
四
五
話
の
配
列
の

間
に
時
間
が
流
れ
、
そ
の
両
話
の
間
の
時
間
経
過
に
よ
る
変
化

（
す
な
わ
ち
一
四
四
話
の
主
役
で
あ
る
弘
徽
殿
の
女
御
の
死
）が
、

次
話
が
前
提
と
す
る
状
況（
す
な
わ
ち
花
山
院
の
出
家
）へ
の
因
果

関
係
と
し
て
説
明
が
つ
く
の
で
あ
る
。

　

詠
歌
状
況
に
つ
い
て
、
一
四
五
話
が
『
撰
集
抄
』
の
よ
う
に
、

相
手
が
存
在
す
る
返
事
と
し
て
詠
ま
れ
た
歌
だ
と
す
る
と
、
そ
の

歌
は
、
相
手
に
向
け
て
自
分
の
心
境
を
存
分
に
吐
露
し
た
歌
で
あ

る
可
能
性
も
あ
る
が
、
相
手
に
対
し
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
配
慮
で

あ
る
可
能
性
も
高
く
、
読
者
か
ら
す
れ
ば
、
記
述
に
よ
っ
て
顕
在

化
し
て
い
る
贈
答
相
手
が
話
の
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
念
頭
に

置
か
れ
る
比
重
は
高
ま
る
。
対
し
て
『
古
今
著
聞
集
』
で
は
、
詠

歌
の
対
象
は
花
山
院
が
自
発
的
に
見
つ
け
た
梅
の
花
で
あ
り
、
必

然
的
に
歌
も
自
発
的
な
も
の
と
な
る
。
歌
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
花

山
院
の
心
境
と
繫
が
る
の
で
あ
り
、
読
者
も
安
心
し
て
そ
の
よ
う

に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
詠
歌
時
期
か
ら
し
て
花
山
院
の
出

家
後
の
歌
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
梅
の
花
に
な
ぞ
ら
え
た
無
常
と
は
、

説
話
や
物
語
な
ど
で
広
く
知
ら
れ
た
因
果
関
係
か
ら
、
ま
た
前
話

の
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
と
い
う
語
か
ら
、
ま
ず
忯
子
の
死
を
想
起

さ
せ
る
。
一
四
四
話
に
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
と
い
う
語
が
置
か
れ
、

そ
れ
が
忯
子
で
あ
る
と
読
者
が
想
定
す
る
こ
と
で
、
一
四
四
話
と

　

花
山
院
ハ
十
九
ニ
テ
為
光
ノ
ム
ス
メ
最
愛
ニ
オ
ボ
シ
メ
シ

ケ
ル
后
ニ
ヲ
ク
レ
サ
セ
給
テ
、
カ
ギ
リ
ナ
ク
道
心
ヲ
オ
コ
サ

セ
給
テ
、
ヨ
ニ
モ
ア
ラ
ジ
ト
オ
ボ
シ
メ
シ
テ
、
ウ
チ
ナ
ガ
メ

ツ
ヽ
オ
ハ
シ
ケ
ル
ニ
、
大
入
道
殿
ノ
運
ノ
オ
ソ
コ
キ
ト
ヲ
常

ニ
ナ
ゲ
カ
セ
給
ケ
ル
、
二
郎
子
ニ
テ
粟
田
殿
七
日
関
白
ト
イ

ハ
ル
ヽ
人
ハ
、
ソ
ノ
時
五
位
蔵
人
・
左
少
弁
ト
テ
、
時
ノ
職

事
ナ
レ
バ
、
チ
カ
ク
ミ
ヤ
ヅ
カ
ヒ
テ
オ
ハ
シ
ケ
ル
ニ
、「
世

ノ
ア
ヂ
キ
ナ
ク
出
家
シ
テ
仏
道
ニ
入
ナ
ン
ト
思
フ
」
ト
ノ
ミ

仰
ラ
レ
ル
ヲ
キ
ヽ
テ
、
オ
リ
ヲ
エ
タ
リ
ト
コ
ソ
ハ
思
ハ
レ
ケ

メ
。

 
（『
愚
管
抄
』
巻
第
）
25
（

三
）

『
古
今
著
聞
集
』
よ
り
も
時
代
が
下
る
が
、『
神
皇
正
統
記
』
で
も

花
山
院
が
出
家
に
到
る
心
理
的
な
理
由
を
忯
子
の
死
に
求
め
て

お
）
26
（

り
、
こ
う
し
た
因
果
関
係
は
定
説
化
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
前
提
で
一
四
四
話
と
一
四
五
話
を
見
る
と
、
人
物

を
特
定
し
な
い（
す
な
わ
ち
忯
子
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
）

「
弘
徽
殿
の
女
御
」
の
話
の
後
に
、
出
家
後
の
花
山
院
の
話
と
い

う
、
受
け
手
が
因
果
関
係
を
想
像
し
得
る
順
序
で
二
人
の
人
物
が

そ
れ
ぞ
れ
に
配
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
少
な
く
と

も
一
四
五
話
に
登
場
す
る
出
家
後
の
花
山
院
に
は
、
受
け
手
に
前

話
の
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
と
い
う
語
を
忯
子
と
再
解
釈
さ
せ
る
、
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で
あ
る
と
結
論
付
け
る
前
に
、
こ
の
配
列
が
編
者
の
意
図
に
よ
る

も
の
と
し
て
考
え
た
場
合
の
整
合
性
を
検
討
す
る
こ
と
も
重
要
だ

と
考
え
る
。

　

一
四
四
話
の
状
態
を
あ
り
の
ま
ま
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

 1.　

内
容
と
し
て
は
、
記
録
に
確
認
で
き
る
弘
徽
殿
の
女
御
義
子

の
歌
合
の
情
報
を
濃
厚
に
連
想
し
得
る
情
報
を
用
い
て
い
る
。

 2.　

配
列
と
し
て
は
、
次
の
話
と
の
関
係
性
か
ら
花
山
院
の
女
御

で
あ
る
弘
徽
殿
の
女
御
忯
子
で
あ
る
と
濃
厚
に
連
想
し
得
る

場
所
に
置
か
れ
て
い
る
。

 3.　

時
期
や
名
前
を
特
定
で
き
る
語
が
補
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、

内
容
面
に
お
い
て
は
義
子
と
解
釈
す
れ
ば
よ
く
、
明
確
な
誤

り
と
は
み
な
せ
な
い
。

 4.　

時
期
や
名
前
を
特
定
で
き
る
語
が
補
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、

配
列
面
に
お
い
て
は
忯
子
と
解
釈
す
れ
ば
よ
く
、
明
確
な
誤

り
と
は
み
な
せ
な
い
。

　

一
四
四
話
の
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
と
い
う
語
は
、
編
者
が
時
期

と
名
前
を
特
定
で
き
る
語
を
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
後
世
の
享

受
者
か
ら
は
単
独
で
は
義
子
の
話
と
し
て
、
次
の
話
と
連
関
す
る

こ
と
で
忯
子
を
象
徴
す
る
語
と
し
て
機
能
し
得
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
忯
子
は
資
料
に
お
い
て
そ
の
本
人
に
よ
る
和
歌
の
エ
ピ
ソ

一
四
五
話
を
跨
い
だ〈
梅
の
花
＝
無
常
＝
忯
子（
の
死
）〉の
等
式
が

成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
も
し
一
四
四
話
の
「
弘
徽
殿

の
女
御
」
が
忯
子
の
話
で
は
な
い
と
読
者
が
確
信
す
る
記
述
の
も

の
で
あ
れ
ば
、
一
四
五
話
の
梅
の
花
の
歌
は
前
話
と
連
関
せ
ず
、

無
常
に
対
す
る
花
山
院
の
思
い
そ
の
も
の
を
受
け
取
る
だ
け
と
な

る
だ
ろ
う
。
ま
た
逆
の
こ
と
を
言
え
ば
、
一
四
五
話
に
花
山
院
の

話
が
置
か
れ
な
け
れ
ば
、
一
四
四
話
は
義
子
の
話
と
し
て
し
か
読

ま
れ
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

一
四
四
話
の
配
列
順
が
編
者
の
意
図
通
り
忯
子
を
示
す
も
の
だ

と
仮
定
す
る
と
き
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
読
む
と
き
、
一
四
五
話
は

か
つ
て
執
着
を
極
め
た
弘
徽
殿
の
女
御
忯
子
に
対
す
る
、
も
し
く

は
忯
子
に
代
表
さ
れ
る
世
俗
の
執
着
に
対
す
る
無
常
観
を
詠
ん
だ

話
と
し
て
前
話
に
接
続
で
き
る
。
ま
た
こ
の
連
関
が
成
立
す
る
た

め
に
は
一
四
五
話
に
お
い
て
花
山
院
は
忯
子
の
死
後
の
時
間
軸
に

い
る
こ
と
を
確
定
さ
せ
る
姿
で
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
り
、
少
な
く
と
も
『
古
今
著
聞
集
』
の
一
四
五
話
に
お
い
て
、

「
色
香
を
ば
」
歌
が
花
山
院
出
家
後
の
姿
で
詠
ま
れ
る
こ
と
で
、

そ
の
効
果
が
生
じ
る
条
件
が
整
っ
た
と
言
え
る
。

3
　
積
極
的
な
選
択
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
検
討

　
「
新
解（
三
）」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
四
四
話
が
編
者
の
誤

り
に
よ
っ
て
配
列
さ
れ
た
可
能
性
は
低
く
な
）
27
（

い
。
し
か
し
、
誤
解
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を
、
読
解
の
視
野
に
入
れ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
、
積
極
的
な
選
択
の
結
果
に
せ
よ
、
消
極
的
な
選
択
の

結
果
に
せ
よ
、
一
四
四
話
の
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
に
忯
子
の
イ
メ

ー
ジ
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
四
五
話
と
一
四
六
話
の
間
に
も

一
貫
し
た
花
山
院
の
人
格
が
通
底
し
得
、
一
四
六
話
の
二
つ
の
和

歌
が
採
ら
れ
た
意
味
も
鮮
明
に
な
っ
て
来
る
の
だ
と
本
稿
で
は
考

え
る
。

三
、
一
四
六
話
の
編
集
意
図
と
、
花
山
院
関
連
説
話

の
相
関
関
係

1
　
一
四
六
話
の
他
出
と
配
列
上
の
問
題

　

同
じ
院
、
東
院
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
る
比
、
弾
正
の
宮
の

う
へ
、
お
な
じ
く
住
み
給
ひ
け
り
。
十
首
の
題
を
た
ま
は
せ

て
、
人
々
に
歌
よ
ま
せ
て
遣
は
せ
給
ひ
け
る
に
、
橘
を
よ
ま

せ
給
う
け
る
、

宿
ち
か
く
花
橘
は
う
ゑ
て
見
じ
昔
を
こ
ふ
る
つ
ま
と
な

り
け
り

な
ほ
昔
を
お
ぼ
し
け
る
御
心
の
ほ
ど
、
あ
は
れ
な
り
。
ま
た

祝
の
歌
に
、
弾
正
の
宮
の
う
へ
よ
み
給
ひ
け
る
、

万
代
も
い
か
で
か
は
て
の
な
か
る
べ
き
仏
に
君
は
は
や

く
な
ら
な
ん

ー
ド
を
見
出
し
難
い
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
節
で
確
認
し
た

よ
う
に
、
一
四
五
話
と
併
せ
て
一
四
四
話
の
立
ち
位
置
を
考
え
れ

ば
、
一
四
四
話
の
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
が
忯
子
で
あ
る
こ
と
に
積

極
的
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

配
列
が
周
到
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
、
か
つ
内
容
に
つ
い
て
も

編
者
は
誤
解
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
仮
定
し
た
場
合
に
は
、「
弘

徽
殿
の
女
御
」
が
本
当
に
忯
子
を
示
し
て
い
る
の
か
、
義
子
を
示

し
て
い
る
の
か
と
い
う
よ
り
も
、
配
列
上
、
一
四
四
話
に
そ
の
語

が
置
か
れ
た
こ
と
で
生
じ
る
効
果
に
、
そ
し
て
そ
の
置
か
れ
方
に

編
者
の
期
待
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
編
者
が

忯
子
と
義
子
を
混
同
し
た
、
と
い
う
可
能
性
を
打
ち
消
す
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
和
歌
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
見
出
し
難
し
い

忯
子
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
和
歌
の
部
で
花
山
院
の
話
が
始
ま
る
一
四

五
話
の
前
に
持
っ
て
来
る
た
め
に
、
同
じ
く
「
弘
徽
殿
の
女
御
」

と
称
さ
れ
る
別
の
時
代
に
歌
合
を
行
っ
た
人
物
を
、
時
代
と
名
前

を
敢
え
て
表
さ
な
い
こ
と
で
編
者
が
利
用
し
た
の
だ
と
い
う
積
極

的
な
理
由
も
、
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
一
四
五
話
に
つ
い
て
西
尾
氏
は
「
和
歌
と
説
話
記

述
と
が
緊
密
に
結
合
し
て
、
文
学
的
な
意
義
や
興
趣
を
持
つ
も

の
」
と
評
価
し
て
い
る
。
不
審
視
さ
れ
る
一
四
四
話
の
配
置
や
、

そ
の
不
審
を
助
長
す
る
名
前
と
時
期
の
不
備
も
、
編
者
の
消
極
的

選
択
に
よ
る
結
果
で
あ
る
と
い
う
結
論
と
は
別
に
、
編
者
に
よ
る

創
造
的
な
、
文
学
的
な
効
果
を
期
待
し
た
在
り
方
で
あ
る
可
能
性
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右 

弾
正
宮
上

万
づ
代
も
い
か
で
か
涯
て
の
な
か
る
べ
き
仏
に
君
は
早
く
な

ら
な
む

 

（『〔
正
暦
年
間
〕夏　

花
山
法
皇
東
院
歌
合
』
十
六
・
十
）
30
（

七
）

ま
た
十
巻
本
の
日
記
に
は

御
門
入
道
し
お
は
し
ま
し
て
の
ち
、
東
院
に
お
は
し
ま
し
け

る
こ
ろ
、
弾
正
宮
上
と
二
所
住
ま
せ
給
け
る
に
、
詠
ま
せ
て

合
は
せ
さ
せ
給
け
る
。

と
あ
り
、
一
四
六
話
の
状
況
説
明
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
の
も
の

が
書
か
れ
て
い
る
。
本
歌
合
に
つ
い
て
、
萩
谷
氏
は

即
ち
、
本
歌
合
の
歌
廿
首
の
全
て
を
覆
う
情
緒
は
、
一
種
憂

愁
の
思
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
殊
に
花
山
院

御
製
の
歌
6
の
如
き
は
昔
を
思
い
出
す
よ
す
が
と
な
る
花
橘

の
薫
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
の
思
い
出
が
現
在
の
境
涯
を
み
じ

め
な
も
の
と
打
ち
返
し
思
わ
せ
る
が
故
に
、
宿
近
く
は
植
え

る
ま
い
と
の
苦
渋
な
心
中
を
表
白
し
た
も
の
で
あ
り
、
更
に

弾
正
宮
上
の
歌
17
に
到
っ
て
は
、
祝
の
題
で
あ
り
な
が
ら
、

限
り
あ
る
こ
の
世
に
未
練
を
残
さ
ず
、
早
く
成
仏
し
給
え
と

厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
の
心
を
花
山
法
皇
に
勧
め
る
と
い
う
型

こ
の
祝
こ
そ
、
ま
こ
と
に
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
と
な
れ
。
松
竹

に
た
と
へ
、
鶴
亀
に
よ
せ
て
、
千
年
を
い
は
い
、
万
代
を
契

り
て
も
、
い
か
で
か
は
て
は
な
か
ら
ん
。
ま
こ
と
に
仏
の
道

に
入
ら
ん
の
み
ぞ
、
ま
め
や
か
に
つ
き
せ
ぬ
御
祝
な
る
べ
き
。

 
（『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
和
歌
第
六
、
一
四
六
）
28
（

話
）

こ
の
話
は
、
前
話
で
登
場
し
た
花
山
院
が
、
東
院
に
移
っ
た
後
で

行
っ
た
歌
合
を
題
材
に
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
次
の
橘
、
祝
の

題
の
歌
で
あ
る
。

　
　
　
　

橘
左 

戒
秀
法
師

古
へ
を
お
も
ひ
ぞ
い
づ
る
五
月
雨
待
つ
花
橘
の
か
を
り
わ
す

れ
で

右 

院
御

宿
ち
か
く
花
橘
は
植
ゑ
て
見
じ
む
か
し
を
恋
ふ
る
つ
ま
と
な

り
け
り

 

（『〔
正
暦
年
間
〕夏　

花
山
法
皇
東
院
歌
合
』
五
・
）
29
（六

）

　
　
　
　

祝
左 

戒
秀
法
師

お
も
ふ
ら
む
岩
根
の
こ
ま
つ
い
は
ね
ど
も
雲
の
上
ま
で
生
ひ

む
も
の
と
は
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（『
金
葉
和
歌
集
』
第
二
夏
・
一
二
）
34
（
六
）

世
を
そ
む
か
せ
給
て
後
、
花
橘
を
御
覧
じ
て
よ
ま
せ
給

ひ
け
る 

花
山
院
御
製

宿
ち
か
く
花
橘
は
掘
り
植
ゑ
じ
昔
を
し
の
ぶ
つ
ま
と
な
り
け

り

 

（『
詞
花
和
歌
集
』
第
二
夏
・
七
）
35
（

〇
）

が
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
集（『
金
葉
和
歌
集
』
は
三
奏
本
）は
、
特

に
『
玄
々
集
』
と
の
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
先

行
研
究
で
そ
れ
ぞ
れ
重
複
す
る
歌
が
多
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
）
36
（

る
。

歌
合
に
は
見
ら
れ
な
い
「
掘
り
植
ゑ
じ
」
と
い
う
言
葉
が
共
通
し

て
い
る
こ
と
も
一
連
の
流
れ
に
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。『
玄
々

集
』
は
花
山
院
周
辺
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
）
37
（

の
、
こ

の
『
玄
々
集
』
か
ら
の
流
れ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
四
首
に
比
べ
る

と
、『
古
今
著
聞
集
』
は
歌
合
と
非
常
に
近
い
形
の
歌
を
採
っ
て

お
り
、
ま
た
日
記
の
記
述
と
の
近
似
性
や
次
の
「
万
代
も
」
歌
の

存
在
も
あ
っ
て
、
採
話
に
あ
た
っ
て
は
実
際
に
歌
合
か
そ
の
流
れ

を
汲
む
も
の
か
ら
取
材
し
た
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　
「
万
代
も
」
歌
は
、
歌
集
よ
り
も
歌
論
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
が
多
く
、

破
り
の
内
容
を
盛
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
歌
合

の
歌
に
釈
教
の
心
を
よ
ん
だ
も
の
は
な
か
っ
た
し
、
ま
し
て
、

祝
の
歌
に
菩
提
を
勧
め
る
歌
を
よ
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

今
後
と
雖
も
常
識
を
も
っ
て
し
て
は
理
解
し
難
い
と
こ
ろ
で

あ
）
31
（

る
。

と
、
一
四
六
話
に
採
ら
れ
た
二
つ
の
歌
を
特
に
挙
げ
て
、
こ
の
歌

合
が
花
山
院
と
周
辺
人
物
の
心
境
を
究
明
す
る
史
料
的
価
値
が
あ

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

一
四
六
話
に
採
ら
れ
た
歌
の
『
古
今
著
聞
集
』
成
立
期
頃
ま
で

の
他
出
と
し
て
は
、
ま
ず
「
宿
近
く
」
歌
に

御
修
行
の
時
、
樹
下
に
、
行
進
し
給
て

や
と
ち
か
く
は
な
た
ち
花
は
ほ
り
う
へ
し　

む
か
し
を
こ
ふ

る
つ
ま
と
な
り
に
き

 

（『
玄
々
集
』
花
山
法
皇
四
首
・
）
32
（二

）

屋
戸
近
く
花
橘
は
掘
り
植
ゑ
じ
昔
を
恋
妻
と
成
け
り

 

花
山
院

 

（『
新
撰
朗
詠
集
』
夏
・
花
橘
・
一
六
）
33
（

三
）

題
不
知 

花
山
院
御
製

宿
近
く
花
橘
は
掘
り
植
ゑ
じ
昔
を
恋
ふ
る
端
と
な
り
け
り
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皇
の
境
遇
心
事
を
如
実
に
示
す
問
題
の
歌
の
み
を
挙
げ
た
の

は
、
流
石
に
説
話
集
の
編
纂
者
と
し
て
、
鋭
い
眼
識
を
備
え

た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
）
40
（

う
。

と
、
歌
合
が
行
わ
れ
た
境
遇
の
文
脈
を
備
え
た
解
釈
を
『
八
雲
御

抄
』
の
評
語
は
行
っ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
袋

草
紙
』
に
お
け
る
取
り
上
げ
ら
れ
方
に
も
同
様
に
言
え
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

2
　「
宿
近
く
」
歌
に
つ
い
て

　

一
四
六
話
に
お
け
る
「
宿
近
く
」
歌
に
つ
い
て
先
行
す
る
解
釈

を
見
て
い
く
と
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
で
は
「
家
の
そ
ば
に
は
花

は
植
え
ま
い
と
思
う
。
そ
の
香
を
か
ぐ
と
昔
の
貴
女
を
思
い
出
し

恋
し
く
な
る
種
と
な
っ
て
し
ま
う
か
）
41
（

ら
。」
と
、「
花
橘
」
を
『
古

今
和
歌
集
』
の
「
五
月
ま
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の

香
ぞ
す
る
」（
巻
第
三
、
夏

）
42
（・
139
）の
イ
メ
ー
ジ
に
連
な
る
、
昔
の

人
を
恋
し
く
思
う
象
徴
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
「
新
解

（
三
）」
で
は
「
屋
戸
ち
か
く
梅
の
花
う
ゑ
じ
あ
ぢ
き
な
く
待
つ
人

の
香
に
あ
や
ま
た
れ
け
り
」（
巻
第
一
、
春
上
・
34
）に
よ
る
も
の

と
し
て
い
）
43
（

る
。

　
「
花
橘
」
を
昔
、
特
に
恋
人
を
偲
ぶ
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
る
歌
は

多
く
見
ら
れ
、
例
え
ば
当
該
歌
と
類
似
し
た
語
彙
を
も
つ
歌
で
は

祝
を
得
て
祝
は
ざ
る
歌

花
山
院
歌
合　

右
判
な
し 

弾
正
宮
の
上

万
代
も
い
か
で
か
は
て
の
な
か
る
べ
き
仏
に
君
は
は
や

く
成
ら
な
ん

 

（『
袋
草
）
38
（

紙
』）

抑
花
山
院
歌
合
弾
上
宮
の

万
代
も
い
か
て
か
は
て
の
な
か
る
へ
き
仏
に
君
は
は
や
く

な
ら
な
ん

　

と
云　

こ
れ
は
珍
事
也

 

（『
八
雲
御
抄
』
巻
第
一
・
正
義
部
・
歌
合
仔
）
39
（

細
）

と
い
う
紹
介
が
さ
れ
て
い
る
。
両
書
と
も
に
、「
祝
」
の
題
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
内
容
で
あ
る
と
し
て
取
り
あ
げ
て
い
る
。
注
目
す

べ
き
は
、『
古
今
著
聞
集
』
に
お
け
る
「
万
代
も
」
歌
の
評
語
が
、

先
行
す
る
こ
れ
ら
の
歌
論
書
に
お
け
る
評
価
と
異
な
る
傾
向
を
示

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
萩
谷
氏
が
、

　

八
雲
御
抄
も
、
弾
正
宮
上
の
歌
17
を
「
珍
事
也
」
と
し
て

引
用
し
て
は
い
る
が
、
何
故
そ
の
よ
う
な
歌
が
こ
の
歌
合
に

出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
何

等
の
解
釈
を
下
し
得
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
古

今
著
聞
集
が
本
歌
合
の
中
か
ら
、
歌
6
と
歌
17
と
、
花
山
法
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一
四
五
話
と
一
四
六
話
に
共
通
す
る
の
は
、
過
去
の
出
来
事
に

起
因
し
て
発
生
し
た
心
理
を
想
像
さ
せ
る
花
山
院
の
姿
で
あ
り
、

詠
歌
で
あ
る
。
そ
の
態
度
は
異
な
っ
て
お
り
、
一
四
五
話
で
世
の

無
常
を
詠
み
、
俗
世
か
ら
離
れ
た
立
場
を
と
っ
た
と
思
わ
れ
た
花

山
院
は
、
一
四
六
話
で
は
過
去
に
と
ら
わ
れ
た
人
物
像
へ
と
変
貌

し
て
い
る
。
一
四
六
話
の
花
山
院
が
過
去
を
偲
ん
で
い
る
こ
と
を

強
調
す
る
要
素
の
一
つ
が
、
歌
合
に
は
な
い
「
宿
近
く
」
歌
へ
の

評
語
で
あ
る
。「
な
ほ
昔
を
お
ぼ
し
け
る
御
心
の
ほ
ど
、
あ
は
れ

な
り
」
と
い
う
評
語
は
編
者
の
言
葉
で
あ
り
、
同
時
に
一
四
六
話

の
花
山
院
を
ど
の
よ
う
に
見
せ
た
い
か
と
い
う
『
古
今
著
聞
集
』

の
態
度
と
い
え
る
。

　

一
四
五
話
と
一
四
六
話
の
花
山
院
は
過
去
に
対
す
る
態
度
が
異

な
っ
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
二
話
の
花

山
院
が
想
起
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
と
編
者
が
想
定
し
た
過
去
は

そ
れ
ぞ
れ
全
く
別
々
の
事
柄
で
あ
ろ
う
か
。

　

櫻
井
氏
は
前
掲
論
文
の
中
で
、『
古
今
著
聞
集
』
和
歌
の
部
の

一
四
四
話
か
ら
一
四
八
話
ま
で
の
配
列
が
、
そ
れ
以
降
の
配
列
と

異
な
り
、
実
際
の
年
代
順
を
守
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。

　

一
四
七
話
は
寛
和
二
年（
九
八
六
）年
七
月
、
一
四
八
話
は

正
暦
四
年（
九
九
三
年
）と
な
る
。
一
四
六
話
は
年
時
記
載
が

な
い
た
め
に
編
者
自
身
も
開
催
年
を
正
確
に
知
り
え
な
い
と

む
か
し
見
し
人
を
ぞ
し
の
ぶ
宿
近
く
花
た
ち
ば
な
の
か
を
る

を
り
を
り

 

（『
相
模
集

）
44
（』537

）

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
「
香
り
」
を
示
す
語
を
伴
わ
な
く
と
も
、

橘
の
花
咲
く
里
に
住
ま
へ
ど
も　

昔
を
来
問
ふ
人
の
な
き
か

な

 

（『
和
泉
式
部
集

）
45
（』694
）

な
ど
「
五
月
ま
つ
」
歌
に
詠
ま
れ
た
昔
の
人
を
偲
ば
せ
る
「
香

り
」
が
、
既
に
「
花
橘
」
と
い
う
語
に
内
包
さ
れ
て
い
る
。「
宿

近
く
」
歌
に
お
い
て
花
山
院
が
「
花
橘
」
を
き
っ
か
け
に
「
こ
ふ

る
」
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
「
昔
」、
つ
ま
り
今
も
な
お
忘
れ

が
た
い
ま
ま
で
あ
る
過
去
と
は
、
先
行
す
る
解
釈
も
指
摘
す
る
よ

う
に
人
物
、
特
に
恋
人
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
歌

が
原
拠
で
あ
る
歌
合
の
段
階
で
実
際
に
過
去
の
恋
人
を
偲
ん
だ
歌

と
し
て
詠
ま
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、『
古
今
著
聞
集
』
の
編

者
が
歌
合
の
中
か
ら
、
あ
る
い
は
多
く
の
花
山
院
の
御
製
か
ら
こ

の
一
首
を
撰
ぶ
と
き
、「
花
橘
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
昔
の
恋
人

を
偲
ぶ
花
山
院
の
人
物
像
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
可
能
性
が

考
慮
し
得
る
。
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が
、「
弘
徽
殿
の
女
御
」
忯
子
と
い
う
同
一
の
事
象
に
対
す
る
も

の
で
あ
る
よ
う
に
編
集
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
四
五
話
で
想
像
し
得
る
花
山
院
が
出
家
の
時
に
強
く
無
常
を
感

じ
た
で
あ
ろ
う
事
柄
と
、
一
四
六
話
の
詠
歌
の
主
題
で
あ
る
思
い

出
し
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
、
ひ
と
き
わ
恋
し
い
過
去

（
の
人
物
）と
い
う
、
二
つ
の
要
素
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
一
四

四
話
に
登
場
し
た
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
忯
子
が
当
て
は
ま
る
こ
と

は
、
一
連
の
配
列
上
の
乱
れ
を
説
明
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

仮
に
一
四
四
話
が
存
在
し
な
い
か
、
他
の
人
物
の
話
で
あ
っ
た

ら
、
一
四
五
話
は
た
だ
梅
の
花
を
無
常
の
象
徴
と
し
て
見
よ
う
と

す
る
花
山
院
が
い
る
だ
け
で
あ
り
、
一
四
六
話
で
も
漠
然
と
昔
を

偲
ぶ
思
い
に
悩
ま
さ
れ
る
花
山
院
が
い
る
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
一
四
四
話
に
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
と
い
う
語
が
置
か
れ
る
こ

と
で
、
一
四
五
話
の
無
常
と
見
る
対
象
も
、
一
四
六
話
の
「
こ
ふ

る
」
昔
も
、「
弘
徽
殿
の
女
御
」
忯
子
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
、
統
一
さ
れ
た
花
山
院
の
人
格
に
よ
っ
て
結
ぶ
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

3
　「
万
代
も
」
歌
に
つ
い
て

　

弾
正
宮
の
上
の
「
万
代
も
」
歌
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
原
拠

と
思
わ
れ
る
歌
合
に
お
い
て
は
、
直
接
花
山
院
の
「
宿
近
く
」
歌

い
う
事
情
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
直
前
の
一
四
五
話

の
成
立
は
花
山
院
出
家
の
後
間
も
な
い
頃
の
逸
話
で
あ
る
か

ら
寛
和
三
年（
九
八
七
）春
頃
、
さ
ら
に
そ
の
前
の
一
四
四
話

は
長
徳
二
年（
九
九
六
）〜
寛
弘
八
年（
一
〇
一
一
）頃
で
あ
り
、

『
著
聞
集
』
が
篇
毎
に
編
年
的
配
列
を
行
う
と
い
う
原
則
を

乱
し
て
い
る（
一
四
八
年
に
後
接
す
る
一
四
九
話
は
後
冷
泉
、

後
三
条
、
白
河
天
皇
代
の
頃
で
、
問
題
は
な
）
46
（

い
）

こ
の
配
列
の
乱
れ
に
つ
い
て
櫻
井
氏
は
、
編
者
が
原
拠
と
し
た
歌

合
の
巻
の
順
に
引
っ
張
ら
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
説
得

力
の
あ
る
指
摘
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
本
稿
で
考
察
し
て

き
た
よ
う
に
、
仮
に
編
者
が
一
四
四
話
を
忯
子
の
話
と
す
る
意
図

が
あ
っ
た
と
し
た
場
合
、
配
列
の
乱
れ
に
つ
い
て
の
一
つ
の
整
理

の
可
能
性
を
示
し
得
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
編
者
が
一
四
四
話
か

ら
一
四
六
話
ま
で
の
三
話
を
、「
弘
徽
殿
の
女
御
」
忯
子
を
起
点

と
す
る
花
山
院
関
連
説
話
と
し
て
、
一
つ
の
流
れ
を
も
っ
て
採
話

し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

　

一
四
六
話
は
、
冒
頭
の
「
同
じ
院
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
一
四

五
話
の
後
日
談
と
し
て
の
位
置
を
明
確
に
し
て
い
る
。
前
章
で
考

察
し
た
よ
う
に
、
一
四
四
話
の
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
と
一
四
五
話

の
出
家
し
た
花
山
院
の
間
に
暗
黙
の
連
関
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
一

四
五
話
の
歌
で
梅
の
花
の
色
香
に
な
ぞ
ら
え
た
無
常
と
、
一
四
六

話
に
詠
ま
れ
た
花
橘
に
よ
っ
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
過
去（
の
人
物
）
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た
花
山
院
の
人
物
造
形
と
「
万
代
も
」
歌
に
付
さ
れ
た
「
松
竹
に

た
と
へ
、
鶴
亀
に
よ
せ
て
、
千
年
を
い
は
い
、
万
代
を
契
り
て
も
、

い
か
で
か
は
て
は
な
か
ら
ん
。
ま
こ
と
に
仏
の
道
に
入
ら
ん
の
み

ぞ
、
ま
め
や
か
に
つ
き
せ
ぬ
御
祝
な
る
べ
き
」
と
い
う
評
語
か
ら
、

出
家
ま
で
し
て
も
な
お
、
現
世
の
執
心
に
苦
し
み
救
わ
れ
な
い
花

山
院
に
対
す
る
救
済
の
歌
と
し
て
、「
万
代
も
」
歌
を
配
置
し
た

意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

　

一
四
六
話
で
形
成
さ
れ
た
花
山
院
の
人
格
は
「
昔
」
を
偲
ん
で

い
る
。
そ
れ
は
戻
れ
な
い
過
去
全
般
に
つ
い
て
と
捉
え
る
こ
と
も

で
き
る
が
、
一
四
五
話
の
出
家
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
一
四
六
話
の

花
山
院
の
詠
歌
と
し
て
撰
ば
れ
た
「
宿
近
く
」
歌
の
「
花
橘
」
と

い
う
語
が
人
物
を
偲
ぶ
傾
向
を
示
す
こ
と
な
ど
か
ら
、
二
度
と
会

え
な
い
死
者
で
あ
る
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
忯
子
へ
の
執
心
を
想
起

さ
せ
る
。
こ
の
戻
れ
な
い
「
昔
」
と
い
う
、
そ
れ
が
死
ん
だ
「
弘

徽
殿
の
女
御
」
忯
子
を
指
す
と
す
れ
ば
よ
り
沈
痛
な
、
現
世
に
お

い
て
回
復
不
可
能
な
喪
失
に
対
す
る
悲
し
み
を
、
出
家
ま
で
し
て

も
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
生
き
て

い
る
限
り
癒
え
る
こ
と
の
な
い
苦
し
み
で
あ
ろ
う
。「
万
代
も
」

歌
の
示
し
た
、
出
家
後
の
花
山
院
に
向
け
た
「
仏
に
君
は
は
や
く

な
ら
な
ん
」
は
、
そ
の
苦
し
み
に
対
す
る
救
済
の
回
答
と
し
て
強

く
機
能
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
花
山
院
と
「
万
代
も
」
歌
の
関
係
か
ら
、
一
四
六
話
は
、

一
四
五
話
で
一
度
出
家
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
昔
」
を
断

に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
一
四
六
話
に
お
い

て
も
厳
密
に
は
そ
の
よ
う
な
描
写
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
一

四
六
話
が
単
に
歌
合
に
つ
い
て
の
話
で
あ
れ
ば
、
後
の
話
に
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
も
う
少
し
歌
の
数
を
増
や
し
て
も
良
い
の
で
あ
ろ

う
が
、
本
話
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
歌
は
こ
の
二
首
だ
け
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
一
四
六
話
の
編
集
意
図
の
焦
点
は
、
歌
合
上
で
は
直

接
関
係
を
持
た
な
い
こ
の
二
首
を
、
受
け
手
か
ら
見
て
対
話
関
係

に
な
る
よ
う
併
置
す
る
効
果
に
あ
っ
た
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

萩
谷
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
一
四
六
話
の
こ
の
歌
に
対
す
る
評

語
は
、
本
歌
を
異
質
な
歌
と
受
け
止
め
て
い
る
『
袋
草
紙
』
や

『
八
雲
御
抄
』
と
異
な
っ
て
い
る
。「
万
代
も
」
歌
は
「
新
解

（
三
）」
の
補
説
で
田
口
和
夫
氏
が
、「
編
者
成
季
は
「
仏
道
に
入

ら
ん
」
と
解
し
て
、「
祝
」
と
解
す
る
が
、
出
家
し
て
い
る
院
に

仏
と
な
る
事
を
期
待
す
る
の
は
、
現
世
の
死
を
意
味
す
る
事
と
な

る
」
と
指
摘
し
て
い
）
47
（

る
よ
う
に
、
花
山
院
の
死
を
促
す
か
の
よ
う

な
歌
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
『
古
今
著
聞
集
』
は
肯
定
的
に
評

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
四
六
話
の
花
山
院
は
、
一
四
五
話
で
一
度
仏
道
の
道
を
選
ん

だ
に
も
関
わ
ら
ず
、
在
り
し
日
の
こ
と
、
特
に
執
着
の
あ
っ
た
人

物
で
あ
る
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
忯
子
へ
の
気
持
ち
を
や
は
り
断
ち

切
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
人
物
造
形
を
、
配
話
位
置
と
撰
歌
に

よ
っ
て
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
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全
体
を
通
し
て
、
和
歌
の
検
索
に
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
『
新
編
国
歌

大
観
』（『
新
編
国
歌
大
観
』
編
集
委
員
会　

監
修　

二
〇
〇
三
年

六
月　

角
川
書
店
）を
利
用
し
た
。

（
1
）　

島
田
遼
氏
「『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
和
歌
第
六
「
帯
刀
陣

歌
合
」
説
話
の
考
察
」（『
中
央
大
學
國
文
』
第
六
十
二
号　

二
〇

一
九
年
三
月　

中
央
大
學
國
文
學
會
）三
十
三
頁
。

（
2
）　

新
潮
日
本
古
典
集
成
59
『
古
今
著
聞
集　

上
』（
西
尾
光
一　

小
林
保
治　

校
注　

一
九
八
三
年
六
月　

新
潮
社
）一
九
六
頁

「
弘
徽
殿
の
女
御
の
歌
合
せ
に
文
字
鎖
の
折
句
の
事
」。
な
お
、
以

降
の
『
古
今
著
聞
集
』
本
文
の
引
用
も
同
様
。

（
3
）　
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

増
補
新
訂　

第
二
巻
』（
萩
谷
朴　

著　

一
九
九
五
年
十
一
月　

同
朋
舎
出
版
）七
九
二
頁
、「〔
長
徳
二
年

八
月
―
寛
弘
八
年
六
月
〕弘
徽
殿
女
御
義
子
歌
合
」。

（
4
）　

前
掲
注
3
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

増
補
新
訂　

第
二
巻
』
七

九
二
頁
「
考
証
」
下
段
。（
中
略
）は
稿
者
に
よ
る
。

（
5
）　

櫻
井
利
佳
氏
「『
古
今
著
聞
集
』
の
原
拠
と
し
て
の
『
歌
合

（
十
巻
本
）』
試
論
」（『
説
話
』
第
十
二
号　

二
〇
一
四
年
九
月　

説
話
研
究
会
）四
十
四
頁
。

（
6
）　

谷
知
子
氏　

縄
手
聖
子
氏　

金
井
由
貴
子
氏　

蔡
雅
如
氏　

肥
後
陽
子
氏　

大
江
あ
い
子
氏　

堀
江
マ
サ
子
氏　

伊
藤
香
弥
氏

「『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
「
和
歌
第
六
」
を
読
む（
1
）」（『
フ
ェ

リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
十
七
号　

二
〇
一
二
年
三
月　

フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
）一
九
七
頁
「
語
釈
」、
金
井
由
貴
子
氏
担

当
か
。

（
7
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
84
『
古
今
著
聞
集
』（
永
積
安
明　

島
田

ち
切
れ
な
い
花
山
院
を
思
わ
せ
る
「
宿
近
く
」
歌
と
、
そ
の
花
山

院
へ
現
世
の
執
着
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
解
を
示
す
か
の
よ
う
な

「
万
代
も
」
歌
の
、
こ
の
二
首
を
抽
出
し
た
こ
と
に
よ
る
対
話
の

構
築
が
編
集
意
図
に
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。『
八
雲
御
抄
』
に

見
え
る
よ
う
に
単
体
で
は
評
価
す
る
こ
と
が
難
し
い
「
万
代
も
」

歌
を
、
一
四
六
話
の
評
語
が
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
る
の
は
、
一

四
六
話
が
構
築
し
た
二
首
の
関
係
性
か
ら
導
か
れ
た
結
論
と
す
れ

ば
当
然
で
あ
る
。
こ
の
一
四
六
話
の
対
話
関
係
が
成
立
す
る
た
め

に
は
、
一
四
五
話
の
出
家
を
も
っ
て
、
こ
れ
以
上
執
心
を
断
つ
手

段
が
現
世
に
存
在
し
な
く
な
っ
た
こ
と
が
重
要
な
前
提
と
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
一
四
五
話
の
出
家
で
詠
ま
れ
た
「
常
な
ら
ぬ

世
」
を
象
徴
し
得
る
人
物
と
し
て
、
忯
子
を
想
起
さ
せ
る
「
弘
徽

殿
の
女
御
」
の
語
が
一
四
四
話
に
あ
る
こ
と
は
、「
弘
徽
殿
の
女

御
」
忯
子
を
偲
ぶ
花
山
院
の
人
格
を
形
成
す
る
三
話
の
連
関
を
生

み
、
一
四
六
話
に
お
け
る
二
首
の
対
話
関
係
を
よ
り
効
果
的
に
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

一
四
四
話
に
「
弘
徽
殿
の
女
御
」
と
い
う
、
花
山
院
の
在
り
し

日
の
執
着
を
象
徴
す
る
語
が
置
か
れ
た
か
ら
こ
そ
、
三
話
の
連
関

を
経
て
、「
万
代
も
」
歌
は
そ
の
効
果
を
最
大
限
発
揮
で
き
る
状

態
で
採
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

【
注
】

▽
大
学
名
や
学
会
名
な
ど
の
旧
字
以
外
は
新
字
に
改
め
て
い
る
。
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（
15
）　

笠
間
注
釈
叢
刊
38
『
撰
集
抄
全
注
釈　

下
巻
』（
撰
集
抄
研
究

会　

編
著　

二
〇
〇
三
年
十
二
月　

笠
間
書
院
）四
四
一
頁
。

（
16
）　

久
保
木
哲
夫
氏
「
花
山
院
御
集
考
」（
鈴
木
一
雄　

編
『
平
安

時
代
の
和
歌
と
物
語
』　

一
九
八
三
年
三
月　

桜
楓
社
）に
よ
れ
ば

中
世
半
ば
ご
ろ
ま
で
は
確
実
に
御
集
が
存
在
し
て
お
り（
三
〇
頁
）、

親
撰
で
あ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る（
四
十
六
頁
）。

（
17
）　

国
語
国
文
学
研
究
叢
書
8
『
花
山
院
の
生
涯
』（
今
井
源
衛　

著　

一
九
六
八
年
七
月　

桜
楓
社
）一
〇
三
頁
。

（
18
）　

前
掲
注
14
『
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈　

五
』
三
五
頁
。

（
19
）　

小
島
孝
之
氏
「『
撰
集
抄
』
形
成
私
論（
二
）̶

巻
八
を
中
心

に
し
て
―
」（『
実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
二
十
号　

一
九

七
八
年
三
月　

実
践
女
子
大
学
）五
頁
。

（
20
）　

ま
た
、『
新
古
今
集
』
の
古
注
釈
が
当
該
歌
を
出
家
後
の
作

と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
氏
が
前
掲
注
14
『
新
古

今
和
歌
集
全
注
釈　

五
』
に
お
い
て
『
古
今
著
聞
集
』
と
『
撰
集

抄
』
の
話
を
引
い
た
後
、「
旧
注
に
お
い
て
、
出
家
後
の
作
と
見

な
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
説
話
伝
承
と
関
係
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
」（
三
十
五
頁
）と
、
古
注
の
解
釈
が
説
話
に
拠
る
も
の

で
あ
る
可
能
性
に
触
れ
て
い
る
。

（
21
）　

前
掲
注
2
『
古
今
著
聞
集　

上
』「
解
説
」
五
〇
四
頁
。

（
22
）　

新
訂
増
補
國
史
大
系
『
日
本
紀
略　

第
三（
後
篇
）』（
黑
板
勝

美　

國
史
大
系
編
修
會　

編　

一
九
八
〇
年
十
二
月　

吉
川
弘
文

館
）一
五
一
、
一
五
二
、
一
五
四
頁
。

（
23
）　

以
上
、
本
文
は
『
栄
花
物
語
全
注
釈（
一
）』（
松
村
博
司　

一

九
六
九
年
八
月　

角
川
書
店
）よ
り
。（
中
略
）は
稿
者
に
よ
る
。

勇
雄　

校
注　

一
九
六
六
年
三
月　

岩
波
書
店
）の
一
四
一
頁
の

頭
注
で
は
「
花
山
院
の
女
御
忯
子
か
」
と
記
し
、
五
六
九
頁
の
補

注
に
て
後
朱
雀
天
皇
の
女
御
生
子
の
可
能
性
を
提
示
す
る
も
、

「
説
話
の
配
列
が
年
代
順
を
み
だ
す
」
と
し
、「
か
た
が
た
こ
の
弘

徽
殿
の
女
御
は
花
山
院
の
女
御
忯
子
か
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て

い
る
。

（
8
）　

前
掲
注
5
櫻
井
氏
論
文（
二
〇
一
四
年
）参
照
。

（
9
）　

馬
淵
和
夫
氏
、
相
田
満
氏
、
新
垣
泰
一
氏
、
稲
葉
二
柄
氏
、

蔵
中
し
の
ぶ
氏
、
小
山
聡
子
氏
、
坂
巻
理
恵
子
氏
、
桜
井
利
佳
氏
、

滋
野
雅
民
氏
、
田
口
和
夫
氏
、
外
村
展
子
氏
、
船
城
梓
氏
、
馬
耀

氏
、
三
田
明
弘
氏
、
南
ち
よ
み
氏
、
宮
崎
和
廣
氏
「『
古
今
著
聞

集
』
新
解（
三
）和
歌
第
六
」（『
説
話
』
第
十
二
号　

二
〇
一
四
年

九
月　

説
話
研
究
会
）一
四
八
頁
。「【
一
四
四
話
】」、
桜
井
利
佳

氏
担
当
部
分
。

（
10
）　
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

増
補
新
訂　

第
一
巻
』（
萩
谷
朴　

編　

一
九
九
五
年
五
月　

同
朋
舎
出
版
）六
五
八
頁
に
記
載
さ
れ
て
い

る
日
記
の
本
文
を
参
照
。

（
11
）　

前
掲
注
5
櫻
井
氏
論
文（
二
〇
一
四
年
）参
照
。

（
12
）　

前
掲
注
2
『
古
今
著
聞
集　

上
』
一
九
七
頁
「
花
山
院
、
紅

梅
の
御
歌
の
事
」。

（
13
）　

和
歌
文
学
大
系
47
『
和
漢
朗
詠
集
・
新
撰
朗
詠
集
』（
佐
藤
道

生　

柳
澤
良
一　

注
釈　

二
〇
一
一
年
七
月　

明
治
書
院
）三
六

頁
。

（
14
）　
『
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈　

五
』（
久
保
田
淳　

著　

二
〇
一

二
年
二
月　

角
川
グ
ル
ー
プ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
）一
三
三
頁
。
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（
36
）　
『
新
撰
朗
詠
集
』
に
つ
い
て
は
川
上
新
一
郎
氏
「『
新
撰
朗
詠

集
』
と
三
奏
本
『
金
葉
集
』
―
『
玄
々
集
』
の
受
容
に
つ
い
て

―
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
第
三
十
八
号　

一
九
七
八
年
三
月　

和

歌
文
学
会
）、
木
村
初
恵
氏
「『
新
撰
朗
詠
集
』
の
和
歌
に
つ
い

て
」（『
國
文
學
論
叢
』
第
三
十
四
輯　

一
九
八
九
年
三
月　

龍
谷

大
學
國
文
學
會
）。
三
奏
本
『
金
葉
和
歌
集
』
に
つ
い
て
は
谷
山

茂
氏
「
玄
々
集
と
金
葉
集
三
奏
本
」（『
国
語
国
文
』
二
十
一
巻
九

号　

一
九
五
二
年
十
月　

中
央
圖
書
出
版
社
）。
詞
花
和
歌
集
に

つ
い
て
は
谷
山
茂
氏
「
金
葉
集
と
詞
花
集̶

玄
々
集
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
国
語
国
文
』
二
十
二
巻
六
号　

一
九
五
三
年
六
月　

中
央

圖
書
出
版
社
）に
、
そ
れ
ぞ
れ
『
玄
々
集
』
と
の
関
係
に
つ
い
て

詳
し
く
言
及
し
て
い
る
。

（
37
）　

安
西
迪
夫
氏
は
「
玄
々
集
の
成
立
」（『
言
語
と
文
芸
』
一
九

六
四
年
七
月　

大
修
館
書
店
）で
、『
玄
々
集
』
は
「
能
因
―
長
能

―
花
山
院
を
結
ぶ
幹
」（
六
七
頁
）に
枝
葉
が
つ
い
た
も
の
で
あ
る

と
言
え
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
38
）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
29
『
袋
草
紙
』（
藤
岡
忠
実　

校
注　

一
九
九
五
年
十
月　

岩
波
書
店
）三
一
〇
頁
。

（
39
）　
『
八
雲
御
抄
の
研
究　

正
義
部　

作
法
部
』（
片
桐
洋
一　

編　

二
〇
〇
一
年
十
月　

和
泉
書
院
）本
文
篇
六
三
頁
、
書
陵
部
本
。

（
40
）　

前
掲
注
29
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

増
補
新
訂　

第
一
巻
』
七

〇
七
頁
下
段
。

（
41
）　

前
掲
注
2
『
古
今
著
聞
集　

上
』
一
九
八
頁
頭
注
。

（
42
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
11
『
古
今
和
歌
集
』（
小
沢
正
夫　

松
田
成
穂　

校
注
・
訳　

一
九
九
四
年
十
一
月　

小
学
館
）七
八

（
24
）　
『
古
事
談
』（
小
林
保
治　

校
注　

一
九
八
一
年　

現
代
思
潮

社
）四
六
頁
。

（
25
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
86
『
愚
管
抄
』（
岡
見
正
雄　

赤
松
俊
秀　

校
注　

一
九
六
七
年
一
月　

岩
波
書
店
）一
六
五
頁
。

（
26
）　
「
天
下
を
治
め
給
ふ
事
二
年
あ
り
て
。
俄
に
発
心
し
て
花
山

寺
に
て
出
家
し
給
ふ
。
弘
徽
殿
の
女
御
か
く
れ
て
悲
歎
ま
し
・
け

る
折
を
え
て
。」『
群
書
類
従
・
第
三
輯　

帝
王
部
』（
塙
保
己
一　

編　

一
九
三
三
年
六
月　

平
文
社
）「
巻
第
二
十
九
・
神
皇
正
統

記
」
七
十
九
頁
。

（
27
）　

前
掲
注
9
「『
古
今
著
聞
集
』
新
解（
三
）和
歌
第
六
」
一
四

九
頁
。「【
一
四
五
話
】」
桜
井
利
佳
氏
担
当
部
分
。

（
28
）　

前
掲
注
2
『
古
今
著
聞
集　

上
』
一
九
八
頁
「
花
山
院
・
弾

上
宮
の
上
、
東
院
に
て
御
歌
の
事
」。

（
29
）　

前
掲
注
10
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

増
補
新
訂　

第
一
巻
』
七

〇
〇
頁
。

（
30
）　

前
掲
注
10
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

増
補
新
訂　

第
一
巻
』
七

〇
二
頁
。

（
31
）　

前
掲
注
10
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

増
補
新
訂　

第
一
巻
』
七

〇
七
頁
上
段
。

（
32
）　
『
能
因
法
師
集
・
玄
々
集
と
そ
の
研
究
』（
川
村
晃
生　

著　

一
九
七
九
年
六
月　

三
弥
井
書
店
）九
三
頁
。

（
33
）　

前
掲
注
13
『
和
漢
朗
詠
集
・
新
撰
朗
詠
集
』
三
一
三
頁
。

（
34
）　

和
歌
文
学
大
系
34
『
金
葉
和
歌
集
・
詞
花
和
歌
集
』（
錦
仁　

柏
木
由
夫　

注
釈　

二
〇
〇
六
年
九
月　

明
治
書
院
）二
六
頁
。

（
35
）　

前
掲
注
34
『
金
葉
和
歌
集
・
詞
花
和
歌
集
』
一
五
六
頁
。
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頁
。

（
43
）　

前
掲
注
9
「『
古
今
著
聞
集
』
新
解（
三
）和
歌
第
六
」（
二
〇

一
四
年
）一
五
〇
頁
上
段
。「【
一
四
六
話
】」
田
口
和
夫
氏
担
当
部

分
。
な
お
歌
の
引
用
は
前
掲
注
42
『
古
今
和
歌
集
』
四
十
二
頁
を

参
照
し
た
。

（
44
）　

私
家
集
全
釈
叢
書
12
『
相
模
集
全
釈
』（
武
内
は
る
恵　

林
マ

リ
ヤ　

吉
田
ミ
ス
ズ　

著　

一
九
九
一
年
十
二
月　

風
間
書
房
）

五
一
〇
頁
。

（
45
）　
『
和
泉
式
部
集
全
釈　

正
集
篇
』（
佐
伯
梅
友　

村
上
治　

小

松
登
美　

著　

二
〇
一
二
年
六
月　

笠
間
書
院
）六
九
二
頁
。

（
46
）　

前
掲
注
5
櫻
井
氏
論
文（
二
〇
一
四
年
）四
一
頁
。

（
47
）　

前
掲
注
9
「『
古
今
著
聞
集
』
新
解（
三
）和
歌
第
六
」（
二
〇

一
四
年
）一
五
〇
頁
。「【
一
四
六
話
】」
田
口
和
夫
氏
担
当
部
分
。

田
口
氏
は
色
好
み
で
知
ら
れ
る
出
家
後
の
花
山
院
像
を
想
定
し
、

「
乱
行
を
止
め
て
道
心
に
帰
れ
の
意
あ
る
か
」
と
し
て
い
る
。

（
お
の
で
ら　

た
か
ゆ
き　

本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程 

 

令
和
二
年
度
修
了
）


