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一

栄
雅
こ
と
飛
鳥
井
雅
親

(

一
四
一
六－

一
四
九
〇)
の

『

古
今
集』

講

釈
を
聞
書
し
た
と
い
う

『

古
今
栄
雅
抄』

(

以
下
、『

栄
雅
抄』)

に
は
、

｢

一
禅
御
説｣

な
ど
と
記
し
て
一
条
兼
良

(

一
四
〇
二－

一
四
八
一)

の
説

が�

々
引
用
さ
れ
る
。
該
書
の
永
禄
四
年

(

一
五
六
一)

の
奥
書
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

(

注
１)

。

右
此
古
今
集
之
清
書
、
一
宗
乱
入
之
時
、
住
宅
炎
上
之
間
、
被
取

火
神
成
烟
、
雖
然
大
方
端
々
覚
之
分
書
集
之
畢
。
以
其
次
定
家
卿

僻
案
抄
之
説
等
、
并
一
条
禅
閤
御
説
書
之
。
嘗
彼
御
子
前
大
僧
正

良
鎮
内
々
古
今
可
有
御
伝
受
之
由
在
之
、
無
餘
日
御
他
界
言
語
道

断
之
事
、
爾
今
不
忘
思
之
、
此
道
少
々
渉
指
南
之
故
、
当
家
之
御

説
同
心
之
所
々
令
書
加
処
也
。

抑
此
伝
受
之
義
者
、
於
将
軍
家

慈
照
院
殿
也

飛
鳥
井
雅
親
御
講
尺
之
本
在
之
、

爰
所
為
受
持
速
水
親
祐
、
拙
者
数
年
知
音
之
間
望
之
堅
固
随
有
�

惜
強
而
懇
望
之
条
、
以
彼
御
本
令
伝
受
者
也
。
末
代
之
重
宝
明
白

儀
、
可
貴
仰
者
也
。
此
集
無
義
之
哥
随
多
之
不
漏
一
首
所
注
之
也
。

定
可
有
誤
也
。
将
又
此
本
之
表
紙
信
夫
摺
也
。
是
又
於
世
間
未
曽

有
物
也
。
昔
者
所
用
狩
装
束
、
今
摺
写
白
麻
事
、
猶
為
珍
重
事
也
。

疎
相
之
物
不
用
、
丹
青
為
賞
翫
故
也
。
此
摺
之
事
、
伊
勢
物
語
、

当
集
之
恋
四
、
於
融
公
之
詠
歌
有
其
沙
汰
事
也
。
今
愚
比
丘
余
七

十
、
以
不
見
之
老
眼
書
之
。
落
字
書
誤
等
一
覧
之
時
可
直
之
。
唯

是
顕
此
道
無
二
之
志
、
老
筆
見
苦
敷
而
已
。

永
禄
四
年
二
月
十
八
日
書
果
畢

雅
世

雅
親

雅
俊

御
家
系
図
畧
之
三
代
記
之
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親
祐

玉
信

こ
れ
に
よ
る
と
、
引
用
さ
れ
る
兼
良
説
は
、�

焼
失
し
た
原
本
を
復
原

す
る
際
に
後
人
の
手
に
よ
っ
て
定
家
の

『

僻
案
抄』

の
説
等
と
併
せ
て

追
補
さ
れ
た

(｢
以
其
次
定
家
卿
僻
案
抄
之
説
等
、
并
一
条
禅
閤
御
説
書
之｣)

も

の
で
あ
り
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、�

兼
良
の
息
、
良
鎮

(

生
年
未
詳－

一

五
六
一)

よ
り

｢

少
々｣

｢
指
南｣

を
受
け
て
い
た
た
め

(｢

嘗
彼
御
子
前

大
僧
正
良
鎮
内
々
古
今
可
有
御
伝
受
之
由
在
之
…
此
道
少
々
渉
指
南
之
故｣)

、�

｢

当
家
之
御
説｣

と

｢

同
心｣
の
部
分
に
つ
い
て
書
き
加
え
た

(｢

当
家

之
御
説
同
心
之
所
々
令
書
加
処
也｣)

の
だ
と
い
う
。

こ
の

｢

一
条
禅
閤
御
説｣

に
つ
い
て
、
片
桐
洋
一
氏

(

注
２)

は
、
定
家
説
を

｢

僻
案
抄｣

と
断
っ
て
引
用
す
る
例
が
極
め
て
少
な
い
の
と
は
対
照
的

に
、

兼
良
説
の
場
合
は

｢

一
禅
御
説｣

と
断
っ
て
引
く
の
が
普
通
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
引
用
が
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は

｢

一
禅
御
説｣
と
断
り

書
き
の
な
い
歌
注
に
お
い
て
も
兼
良
関
連
文
献
か
ら
の
援
用
は
多
々
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
兼
良
説
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
は
猶
検
討
す
べ
き

問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

更
に
、
片
桐
氏
は
、『

栄
雅
抄』

の
再
編
に
あ
た
っ
て
編
者
が

｢

一

条
兼
良
の

｢

一
禅
御
説

(

注
３)｣

に
は
特
に
執
着
し

｢

歌
林
良
材
集｣

｢

伊
勢

物
語
愚
見
抄｣

｢

花
鳥
余
情｣

に
至
る
ま
で
博
覧
し
て
必
要
事
項
を
応

用
し
て
述
べ
る｣

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、

｢

栄
雅
抄｣

の
引
く

｢

一
禅
御
説｣

は
、
兼
良
や
そ
の
息
の
良
鎮

大
僧
正
か
ら
直
接
伝
授
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
良
鎮
大
僧
正
が

約
束
し
な
が
ら
果
せ
ず
に
入
寂
し
た
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
に
兼
良

関
係
文
献
を
渉
猟
し
た
も
の
を
、｢

一
禅
御
説｣

と
し
て
所
々
に

配
置
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。

と
も
述
べ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
先
学
の
指
摘
を
受
け
て
、｢

一
禅
御
説｣

と

の
断
り
書
き
の
見
ら
れ
な
い
歌
注
も
含
め
、『

栄
雅
抄』

の
復
原
過
程

に
お
い
て
兼
良
説
が
摂
取
さ
れ
た
経
緯
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
再
考
を

試
み
た
い
。二

先
ず
、｢

一
禅
御
説｣

と
明
示
し
て
引
用
さ
れ
る
内
容
に
つ
い
て
、

兼
良
関
連
文
献
と
対
照
し
た
結
果
を
次
に
掲
げ
る

(【

表
１】)

。

明
ら
か
に
典
拠
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、『

一
禅
御
説』

が
最

も
多
く
十
七
箇
所
、
次
い
で

『

伊
勢
物
語
愚
見
抄』

が
十
箇
所
、『

歌

林
良
材
集』

が
五
箇
所
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
兼
良
の

『

古
今
集』

注
釈
で
あ
る

『

古
今
集
童
蒙
抄』

か
ら
の
引
用
は
さ
ほ
ど
認
め
ら
れ
な

い
。
兼
良
が
顕
昭
の
説
、
と
り
わ
け

『

顕
注
密
勘』

を
重
視
し
て
い
た
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【
表
１
】

古今集 一禅御説 童蒙抄 和歌題林抄 歌林良材集 愚見抄 花鳥余情
序 (底本) ◎
〃 (ちりひぢ) ◎ △
〃 (ただこと歌) △ 一条禅閤

伊物愚見抄△
〃 (吉野の桜)
〃 (深草の御国忌) ◎
〃 (小野小町) ◎
〃 (小野小町) 一条禅閤

愚見抄◎
3 ◎
59 ◎
152 △ △
169
171 ○
191 ◎
268 △ ◎
351 ◎
368 ○
378 ◎
388
402 ◎
407 ◎ △
410 ◎
418 ◎
476 ◎
508 ◎ ◎
536 ◎ △
616 △ ◎
625 ◎ △
669
775 ◎
785 ◎
845 歌林良材◎
846 ◎
850 ◎
872 ◎
879 ◎
882 ○
892 ◎
933 ◎
1021 ◎
1060 △ ◎
1081 ○ △
1082 ◎
1086 ◎ △
1092 ◎

△…同内容を有するもの ○…一部一致､ 或いは小異のみで概ね一致するもの
◎…ほぼ完全に一致するもの



こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(

注
４)

が
、
な
か
で
も

『

古
今
集
童

蒙
抄』
は

『

顕
注
密
勘』

に
依
る
部
分
が
大
き
い
た
め
、
既
に

『

顕
注

密
勘』
を
ふ
ん
だ
ん
に
活
用
す
る

『

栄
雅
抄』

に
し
て
み
れ
ば
、
あ
ま

り
利
用
価
値
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
最
も
多
く
の
引
用
が
確
認
さ
れ
る

『

一
禅
御
説』

は
、
武
井

和
人
氏
が
兼
良
の
言
説
の
聞
書
と
し
て
翻
刻
・
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る

(

注
５)

。

内
容
は
、『

古
今
集』

の
み
な
ら
ず
、『

伊
勢
物
語』

や

『

源
氏
物
語』

、

有
職
故
実
に
至
る
ま
で
多
岐
に
亘
り
、
文
明
十
年

(

一
四
七
八)

か
ら

翌
十
一
年
に
か
け
て
の
講
釈
日
と
思
し
き
年
月
日
が
逐
一
記
録
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
段
階
的
な
講
釈
に
基
づ
く
聞
書
で
あ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ

る
。こ

の

『

一
禅
御
説』

な
る
聞
書
が
、『

栄
雅
抄』
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
受
容
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
今
少
し
具
体
的
に
検
討
し
て
み

よ
う
。

三

『

一
禅
御
説』

全
一
三
〇
条
の
う
ち

『

古
今
集』

に
関
わ
る
内
容
に

つ
い
て
、『

栄
雅
抄』

及
び
、
同
じ
く
栄
雅
の

『

古
今
集』

講
釈
を
聞

書
し
た

『

蓮
心
院
殿
説
古
今
集
註

(

注
６)』

(

以
下
、『

蓮
心
院
註』)

と
を
対
照
し

た
結
果
を
次
に
掲
げ
る

(【

表
２】)

。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、『

蓮
心
院
註』

と
は
関
連
性
が
見
出

せ
な
い
一
方
、『

栄
雅
抄』

で
は
か
な
り
の
割
合
で

『

一
禅
御
説』

か

ら
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
四
三
一
番
歌

(

物
名)

の

｢

を
が
た
ま
の
木｣

に
つ
い
て
、『

栄
雅
抄』

に
は
、

を
か
玉
の
木
と
い
ふ
事
説
々
有
。
但
一
様
に
あ
る
べ
か
ら
ず
。
定

家
卿
は
木
也
。
証
歌
云

お
く
山
に
た
つ
を
だ
ま
き
の
ゆ
う
だ
す
き
か
け
て
思
は
ぬ
時

の
間
ぞ
な
き

狭
衣
云
。

谷
ふ
く
み
た
つ
を
だ

(

マ
マ)

ま
き
は
我
な
れ
や
お
も
ふ
お
も
ひ
の
朽

て
や
み
ぬ
る

か
ゝ
る
歌
ぞ
ふ
る
く
聞
ゆ
る
。
も
し
一
字
を
略
し
て
い
へ
る
に
や

と
也
。

と
あ
る
。
典
拠
は
何
も
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、『

一
禅
御
説』

を
見
る

と
、

古
今
物
名
に
を
か
た
ま
の
木
と
い
ふ
事
説
々
有
之
但
不
レ

可
二

一
様
一

定
家
卿
太
木
也
證
哥
云
お
く
山
に
た
つ
を
た
ま
き
の
ゆ
ふ
た
す
き

か
け
て
お
り
は
ぬ
時
の
間
そ
な
き
狭
衣
云
苔
ふ
か
く
た
つ
を
た
ま

木
は
我
な
れ
や
思
ふ
お
も
ひ
の
朽
て
や
み
ぬ
る
か
ゝ
る
歌
そ
ふ
る

く
聞
ゆ
る
も
し
一
を
略
し
て
い
へ
る
と
や

(

注
７)

(

59
条)

と
あ
り
、
こ
の
記
述
を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
明
白
で
あ
る
。
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【
表
２
】

一禅御説 古 今 集 蓮心院註 栄 雅 抄 備 考
1 1036 × ×
6 1107 × ×
7 1076 × △
8 39 △ ◎
9 476 × ◎
11 652 × ×
13 399 × ×
14 序 × ◎ 栄雅抄 ｢一条禅閤｣
〃 238 × △
16 ＊1120 － －
18 1086 △ ◎ 栄雅抄 ｢一禅御説｣
20 536 × △ 栄雅抄 ｢一禅御説｣
22 872 × ◎ 栄雅抄 ｢一禅御説｣
25 28 × ×
26 3 × △ 栄雅抄 ｢一禅｣
28 29 × ×
29 59 × ◎ 栄雅抄 ｢一禅御説｣
30 508 × △ 栄雅抄 ｢一禅御説｣
33 135 × ◎
34 序 × ◎ 栄雅抄 ｢一条禅閤御説｣
40 422 × × 栄雅抄 『顕昭注』 に依るか？
41 761 × △ 栄雅抄 『顕注密勘』 に依る
46 序 × △ 栄雅抄 『顕昭注』 に依るか？
49 1087 × ○ 栄雅抄 『顕注密勘』 に依る
52 456 × ×
57 770 × ×
59 431 △ ◎ 蓮心院註 『僻案抄』 に依るか？
66 445 △ ○ 蓮心院註 『僻案抄』 に依るか？
76 207 × △ 栄雅抄 『顕注密勘』 に依る
81 序 × ×
83 序 × ◎ 栄雅抄 ｢一条禅閤｣
85 933 × ◎ 栄雅抄 ｢一禅御説｣
87 序 × ◎ 栄雅抄 ｢一条禅閤御説｣
〃 846 × △ 栄雅抄 ｢一禅御説｣
89 351 × ◎ 栄雅抄 ｢一禅御説｣
93 1092 × ◎ 栄雅抄 ｢一禅御説｣
110 1021 × ◎ 栄雅抄 ｢一禅御説｣
120 892 × ◎ 栄雅抄 ｢一禅御説｣
122 882 × ○ 栄雅抄 ｢一禅御説｣
126 1071 × ◎
128 1036 × △
129 ＊真名序 － －
130 625 × ◎ 栄雅抄 ｢一禅御説｣

×…同内容無し △…同内容を有する
○…一部或いは小異を除き概ね一致する ◎…ほぼ一致する
※真名序や墨滅歌 (＊印) の項目は該当注が無いため－で示した



ま
た
、
四
四
五
番
歌

(

物
名)

の

｢

め
ど
に
け
づ
り
花｣

に
つ
い
て
、

『

栄
雅
抄』

に
、

詞
書
に
め
ど
に
け
づ
り
ば
な
さ
せ
り
と
い
ふ
事
。
古
今
三
種
の
秘ひ

事じ

な
り
と
い
ひ
て
説
々
お
ほ
し
。
定
家
卿
は
め
ど
ゝ
い
ふ
草
有
。

そ
の
草
に
つ
く
り
花
し
た
る
也
と
い
へ
り
。

と
あ
る
記
述
も
、『

一
禅
御
説』

に
、

古
今
物
名
二
種
に
秘
事
の
中
め
と
に
け
つ
り
花
さ
す
と
のい

ふ
事
有

説
々
不
同
家
々
所
存
各
別
也
定
家
卿
の
所
用
者
め
と
ゝ
云
草
あ
り

そ
の
く
き
に
作
花
を
し
た
る
也
と
云
り

(

66
条)

と
あ
る
の
に
依
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。『
栄
雅
抄』

の

｢

定
家
卿｣

の
説
は
い
ず
れ
も
、

を
が
た
ま
の
木

木
の
名
の
つ
ゞ
き
に
、
か
き
な
ら
べ
た
れ
ば
、
う
た
が
ひ
な
き

木
の
名
と
み
ゆ
。
さ
れ
ど
、
ち
か
き
世
に
、
さ
る
木
あ
り
と
い

ふ
人
な
し
。
古
歌
と
て
、

お
く
山
に
た
つ
を
だ
ま
木
の
ゆ
ふ
だ
す
き
か
け
て
お
も
は

ぬ
時
の
ま
ぞ
な
き

此
歌
、
ふ
る
く
き
こ
ゆ
。
も
し
字
ひ
と
つ
を
略
し
て
い
へ
る
に

や
。
さ
衣
と
云
物
語
に
、

谷
ふ
か
く
た
つ
を
だ
ま
木
は
我
な
れ
や
思
ふ
お
も
ひ
の
く

ち
て
や
み
ぬ
る

め
ど
に
け
づ
り
花
さ
せ
り
け
る

蓍
、
め
ど
ゝ
い
ふ
物
の
名
也
。
草
類
也

(

注
８)

。

と
い
う

『

僻
案
抄』

の

｢

古
今
集
部｣

末
尾
に
付
さ
れ
た
秘
事
に
由
来

す
る
が
、『

栄
雅
抄』

で
は
こ
う
し
た
定
家
説
を

『

僻
案
抄』

そ
の
も

の
か
ら
引
く
の
で
は
な
く
、『

一
禅
御
説』

か
ら
孫
引
き
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
秘
事
と
し
て
重
要
な

〝

三
木〞

に
関
し
て
、
定
家
の
著
作
を

直
接
受
け
ず
に
、
歌
道
家
で
な
い
兼
良
の
関
連
文
献
か
ら
敢
え
て
援
用

す
る
点
、『

栄
雅
抄』

が
如
何
に

『

一
禅
御
説』

を
重
視
し
て
い
た
か

が
窺
え
る
。

と
こ
ろ
で
、『

一
禅
御
説』

に
は
、〝

三
木〞

と
並
ぶ
秘
事
で
あ
る

〝

三
鳥〞

の
う
ち
、｢

も
も
ち
ど
り｣

｢

よ
ぶ
こ
ど
り｣

に
つ
い
て
も
記

事
が
あ
る
の
だ
が
、『

栄
雅
抄』

は
そ
れ
を
引
用
し
て
い
な
い
。
二
八

番
歌

(

春
歌
上)

の

｢

も
も
ち
ど
り｣

に
つ
い
て
、『

一
禅
御
説』

で

は
、

百
千
鳥
と
す
み
て
可
レ

読
と
云
説
あ
り
聞
よ
か
ら
す
只
も
ゝ
ち
ど

り
な
る
へ
し
と
奉
�(

25
条)

と
清
濁
の
問
題
を
説
い
て
い
る
の
だ
が
、『

栄
雅
抄』

は

『

顕
注
密
勘』

を
殆
ど
そ
の
ま
ま
祖
述
し
た
だ
け
で
あ
る
。
多
く
の
注
釈
書
が
問
題
に

し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、『

栄
雅
抄』

で
も

｢

も
も
ち
ど
り｣

の
清
濁

に
つ
い
て
は
殊
更
取
り
上
げ
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、｢

を
ち
こ
ち
の
た
づ
き
も
知
ら
ぬ
…｣

の
歌

(

二
九
・
春
歌
上)
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の
｢

よ
ぶ
こ
ど
り｣

に
つ
い
て
も
、『

栄
雅
抄』

で
は

『

顕
注
密
勘』

を
祖
述
し
た
後
、

よ
ぶ
こ
鳥
。
説
々
お
ほ
し
。
只
よ
ぶ
こ
鳥
と
い
ふ
鳥
の
春
有
に
て

こ
そ
あ
ら
め
。
何
鳥
と
し
り
て
。
異
名
を
歌
に
よ
ま
ざ
れ
ば
。
詮

な
き
事
也
。
口
伝
あ
り
と
も
。
か
く
こ
ゝ
ろ
え
て
あ
り
な
ん
。
は

こ
鳥
と
い
ふ
。
此
鳥
の
な
く
声
。
人
を
呼
に
似
た
り
。
実
説
喚
子

鳥
と
い
ふ
。

と
あ
る
。『

一
禅
御
説』

に
は
、

よ
ふ
こ
鳥
の
事
家
々
説
お
ほ
し
是
は
只
よ
ぶ
こ
鳥
と
云
鳥
あ
り
も

や
す
ら
ん
と
思
ふ
へ
し
鳳
鳥
な
と
の
め
て
た
き
鳥
も
誰
か
見
し
口

伝
有
と
も
以
二

別
名
一

よ
ふ
こ
鳥
と
可
レ

詠
や
と
奉
卆

(

28
条)

と
あ
り
、
似
た
表
現
も
あ
る
こ
と
に
は
あ
る
が
、
直
接
的
な
関
係
は
認

め
難
い
。『

栄
雅
抄』

の
説
く

｢

は
こ
鳥｣

の
詳
細
は
さ
て
お
き

(

注
９)

、
傍

線
部
の
如
く
実
体
の
な
い

｢

よ
ふ
こ
ど
り｣

を
単
に
春
に
鳴
く
鳥
と
解

す
こ
と
に
つ
い
て
は
、『

蓮
心
院
註』

に
も
、

よ
ふ
こ
鳥
ノ
事
、
説
々
多
シ
。
或
ワ
猿
、
或
ワ
ツ
ヽ
鳥
、
又
ワ
鳩
。

は
こ
鳥
ト
テ
、
高
麗

カ
ウ
ラ
イ

ニ
子コ

ヲ
鷲ワ

シ

ニ
ト
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
、
子コ

ワ
�

ト
云
ヲ
、
は
こ
鳥
ト
云
説
ア
リ
。
只
、
春
山
ニ
鳴
鳥
ニ
よ
ぶ
こ
鳥

ト
云
鳥
ア
ル
ト
心
得
ベ
シ
ト
也
。

(

東
山
御
文
庫
蔵
本)

と
あ
っ
て
、
元
来
栄
雅
の
講
釈
に
お
い
て
示
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、『

栄
雅
抄』

が

〝

三
木〞

〝

三
鳥〞

に
お

い
て
、
ど
の
よ
う
に

『

一
禅
御
説』

を
取
捨
選
択
し
た
か
が
推
測
で
き

る
。『

栄
雅
抄』

に
は

『

顕
注
密
勘』

に
寄
り
掛
か
る
注
が
多
く
、｢

も

も
ち
ど
り｣

｢

よ
ぶ
こ
ど
り｣

に
関
し
て
も

『

顕
注
密
勘』

の
内
容
を

第
一
に
踏
ま
え
て
い
る
。
だ
が
、｢

を
が
た
ま
の
木｣

｢

め
ど
に
け
づ
り

花｣

に
つ
い
て
は

『

顕
注
密
勘』

で
秘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『

僻

案
抄』

を
基
に
纏
め
た

『

一
禅
御
説』

の
記
事
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
前
掲
の
永
禄
四
年
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
兼
良

説
は�

焼
失
し
た
原
本
を
復
原
す
る
際
に
後
人
の
手
に
よ
っ
て
定
家
の

『

僻
案
抄』

の
説
等
と
併
せ
て
追
補
さ
れ
た
筈
で
あ
る
。
時
に
御
子
左

家
の
言
説
を
掲
げ
る
こ
と
で
歌
道
家
と
し
て
の
権
威
を
主
張
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
飛
鳥
井
家
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
兼
良
よ
り
も
定
家
の
著
作

を
尊
重
し
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、｢

を
が
た
ま
の

木｣
｢

め
ど
に
け
づ
り
花｣

に
つ
い
て
、
定
家
の

『

僻
案
抄』

よ
り
優

先
的
に
兼
良
の

『

一
禅
御
説』

を
引
用
す
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

｢

桜
花
さ
き
に
け
ら
し
も
…｣

の
歌

(

五
九
・
春
歌
上)

に
つ
い
て
、

『
栄
雅
抄』

に
、

定
家
卿
密
勘
に
。
芦
引
を
。
清
て
よ
む
よ
し
あ
り
。
た
ゞ
濁
て
よ

し
と
。
一
禅
御
説
也
。

と
記
す
と
こ
ろ
に
も
、
こ
れ
と
似
た
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

｢

一

禅
御
説｣

は
、
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あ
し
ひ
き
を
顕
注
密
勘
抄
に
定
家
卿
勘
申
所
に
あ
し
び
き
と
声
を

さ
せ
り
不
審
申
せ
し
か
は
不
被
見
也
只
あ
し
ひ
き
と
聞
よ
き
に
し

た
か
ふ
へ
し
と
奉
�(

29
条)

と
い
う

『

一
禅
御
説』

の
内
容
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
元
来

『

栄
雅

抄』

は

『

顕
注
密
勘』
を
重
視
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、

山
峡
説
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
あ
し
引
の
事
、
此
等
説
た
れ
も
申
置

た
り
。
久
方
、
足
引
な
ど
云
て
、
か
く
云
つ
ゞ
け
つ
る
事
、
今
は

た
ど
り
し
る
べ
か
ら
ず
と
ぞ
侍
し
。
足
ひ
き
な
ど
よ
む
人
侍
な
れ

ど
、
た
ゞ
葦
ひ
き
と
の
み
申
さ
れ
き

(

注
�)

。

と
い
う

『

顕
注
密
勘』

の
定
家
説
に
依
ら
ず
、『

一
禅
御
説』

を
優
先

し
て
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、｢

い
た
づ
ら
に
す
ぐ
す
月
日
は
…｣

の
歌

(

三
五
一
・
賀
歌)

に
つ
い
て
、『

栄
雅
抄』

に
、

一
禅
御
説
。
お
も
ほ
え
て
の
清
濁
の
説
。
濁
説
面
白
や
と
也
。
定

家
卿
の
説
も
こ
れ
に
お
な
じ
。

と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

『

栄
雅
抄』

は
、『

顕
注
密
勘』

に
お
け
る
定
家
説

(

注
�)

に
優
先
し
て
、『

一
禅
御
説』

の
、

い
た
つ
ら
に
過
る
月
日
は
お
も
ほ
え
で
花
見
て
く
ら
す
春
そ
す
く

な
き
古
今
哥
て
ノ
字
清
濁
有
二

沙
汰
等
也
濁
説
お
も
し
ろ
く
や
両

説
也

(

89
条)

と
い
う
兼
良
説
を
採
用
し
て
い
る
。

『

一
禅
御
説』

を
重
要
視
す
る
態
度
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。『

栄
雅

抄』

の
巻
頭
に
は
次
の
よ
う
な
注
記
が
見
ら
れ
る
。

明あ

日す

香か

井ゐ

の
家
に
は
。
嘉
禄
・
貞
応
い
づ
れ
も
も
ち
ゐ
な
が
ら
。

諸
家

し
よ
け

に
今
。
貞
応
の
本
を
も
ち
ゐ
ら
る
ゝ
に
よ
り
て
。
貞
応
の
本

に
て
。
栄ゑ

い

雅が

。
将
軍
家
に
お
ゐ
て
御
講
尺

か
う
し
や
く

な
り
。
一
条
ノ

禅
閤

ぜ
ん
か
う

は
。

貞
応
の
本
は
あ
や
ま
り
お
ほ
し
。
嘉
禄
の
本
を
も
ち
ゐ
て
よ
し
と

有
。

栄
雅
が
将
軍
家
へ
の
講
釈
に
貞
応
本
を
用
い
た
と
あ
る
よ
う
に
、
飛
鳥

井
家
で
は
貞
応
本
を
用
い
、
こ
れ
に
対
し
て
冷
泉
家
で
は
嘉
禄
本
を
用

い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る

(

注
�)

。
と
こ
ろ
が
、『

栄
雅
抄』

に
引
か

れ
る

｢

一
条
ノ

禅
閤｣

説
で
は
、｢

貞
応
の
本
は
あ
や
ま
り
お
ほ
し｣

と

し
、
嘉
禄
本
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
飛
鳥
井
家
の
立
場
か
ら
す

れ
ば
、
こ
れ
は
極
め
て
不
都
合
な
内
容
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ

う
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、

平
定
文
是
を
貞
応
の
本
に
は
用
二

貞
字
一

然
シ
嘉
禄
本
ニ
ハ
用
二

定

字
一

尤
よ
し
惣
而
嘉
禄
本
は
ま
さ
れ
り
貞
応
に
は
誤
多
と
奉
�

(

14
条)

と
い
う

『

一
禅
御
説』

に
依
っ
た
か
と
思
し
き
兼
良
の
言
説
を
敢
え
て

取
り
上
げ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

同
様
に
、
仮
名
序
の

｢

ち
り
ひ
ぢ｣

に
つ
い
て
、『

栄
雅
抄』

に
、

ち
り
ひ
ぢ
と
は
。
塵
泥
と
も
泥
湿
と
も
書
。
一
条
ノ

禅
閤

ぜ
ん
か
う

御
説
。
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二
条
家
に
は
。
ち
り
ひ
ぢ
と
よ
め
り
。
冷
泉

れ
い
ぜ
ん

家け

に
は
。
ち
り
い
ぢ

と
よ
む
。
ひ
の
字
を
い
と
よ
む
事
は
。
お
も
ひ
。
こ
ひ
。
勿
論

も
ち
ろ
ん

な

る
に
。
上う

へ

に
お
ゐ
て
。
ひ
を
い
と
よ
む
事
不ふ

審し
ん

な
り
。
た
ゞ
ち
り

ひ
ぢ
な
る
べ
き
也
。
別
に
ち
り
い
ぢ
と
い
ふ
名
あ
ら
ば
し
か
り
。

塵
泥
な
ら
ば
。
ち
り
ひ
ぢ
な
る
べ
し
と
也

明あ

日す

香か

井ゐ

の
家
に
は
。

ち
り
い
ぢ
と
よ
む
べ
き
と
也
。
日
本
紀
に
土
を
ひ
ぢ
と
よ
む
。

所
謂

い
は
ゆ
る

泥
土
煮に

。
沙
土
煮
と
い
ふ
。
ち
り
は
う
る
へ
る
土
と
す
。
ひ

ぢ
は
。
ひ
た
る
土
と
す
。
し
か
れ
ば
麓

ふ
も
と

の
塵ち

り

泥の
ち

よ
り
な
り
て
と
心

得
べ
き
に
や
。
宗
匠
家
に
も
。
い
ぢ
と
よ
む
べ
し
と
な
り
。
但
日

本
紀
の
泥
土
の
注
に
、
干か

ん

毘ひ

尼に

と
付
た
り
。
沙
土
の
注
に
。
須す

毘び

尼に

と
つ
く
。
し
か
れ
ば
ひ
ぢ
と
い
ふ
を
正
と
す
る
べ
き
に
や
。
土

泥
の
二
字
。
い
づ
れ
を
も
ひ
ぢ
と
よ
む
な
り
。
よ
み
あ
ぐ
る
時
は
。

い
ぢ
を
よ
む
。
人
い
づ
れ
ぞ
と
と
は
ゞ
。
ひ
ぢ
と
よ
む
と
こ
た
へ

よ
。
口
伝
也
。
こ
れ
を
し
ら
ず
し
て
。
顕
昭
な
ど
。
ひ
ぢ
と
計
い

へ
る
説
お
か
し
き
事
也

と
見
え
る｢

一
条
ノ

禅
閤
御
説｣

も
ま
た
、『

一
禅
御
説』

に
、

古
今
序
に
た
か
き
山
も
麓
の
塵
ひ
ち
よ
り
と
有
は
塵
泥
と
か
け
り

然
は
二
条
家
に
は
ち
り
ひ
ち
と
よ
め
り
冷
泉
家
に
は
ち
り
い
ち
と

よ
め
り
ひ
ノ
字
を
下
に
を
い
て
い
と
よ
む
事
は
恋
思
勿
論
也
上
に

置
て
い
と
よ
む
へ
き
事
不
審
也
只
ち
り
ひ
ち
な
る
へ
き
也
別
に
ち

り
い
ち
と
い
ふ
名
あ
ら
は
然
り
塵
泥
な
ら
は
ち
り
いひ

ち
成
へ
し
と

奉
�(

34
条)

と
あ
る
の
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。｢

明
日
香
井
の
家
に
は
。
ち
り
い

ぢ
と
よ
む
べ
き
と
也｣

｢

よ
み
あ
ぐ
る
時
は
。
い
ぢ
を
よ
む
。
人
い
づ

れ
ぞ
と
と
は
ゞ
。
ひ
ぢ
と
よ
む
と
こ
た
へ
よ
。
口
伝
也｣

と
説
く
飛
鳥

井
家
に
と
っ
て
、｢

一
条
ノ

禅
閤
御
説｣

は
自
家
の
説
と
対
立
す
る
都
合

の
悪
い
内
容
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

こ
う
し
た
兼
良
説
の
引
用
は
、
先
述
し
た
永
禄
四
年
の
奥
書
に
見
え

る�
｢

当
家
之
御
説｣

と

｢

同
心｣

の
部
分
に
つ
い
て
書
き
加
え
た
と

い
う
記
述
と
も
矛
盾
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『

栄
雅
抄』

の
明
応
七
年

(

一
四
九
八)

の
奥
書
に
は
、

本
云

此
本
以
当
家
相
伝
之
本
校
合
之
。
相
違
之
所
直
付
乎
可
為
証
本
歟
。

明
応
七
年
四
月
日

飛
鳥
井
栄
雅
自
筆
奥
書
也

従
三
位

在
判

と
あ
り
、
続
く
永
禄
四
年
の
奥
書
に
も
、

抑
此
伝
受
之
義
者
、
於
将
軍
家

慈
照
院
殿
也

飛
鳥
井
雅
親
御
講
尺
之
本
在
之
、

爰
所
為
受
持
速
水
親
祐
、
拙
者
数
年
知
音
之
間
、
望
之
堅
固
随
有

�
惜
、
強
而
懇
望
之
条
、
以
彼
御
本
令
伝
受
者
也

と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、｢

当
家｣

は
従
来
指
摘
さ

れ
る
通
り
飛
鳥
井
家
の
こ
と
を
い
う
筈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『

一
禅
御

説』

に
依
っ
て
引
用
さ
れ
る
兼
良
説
は
、『

栄
雅
抄』

の
本
源
で
あ
る
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筈
の

｢

当
家｣

即
ち
飛
鳥
井
家
の
講
釈
内
容
を
補
強
し
深
化
さ
せ
る
役

割
を
果
た
す
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
飛
鳥
井
家
説
と

齟
齬
を
き
た
す
内
容
で
あ
っ
て
も『

一
禅
御
説』

を
引
く
態
度
か
ら
は
、

飛
鳥
井
家
と
い
う
枠
組
み
に
束
縛
さ
れ
な
い
再
編
者
の
人
物
像
を
髣
髴

さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
先
の
講
釈
の
底
本
や

｢

ち
り
ひ
ぢ｣

の

例
を
始
め
と
し
て
、
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
奥

書
で
は

｢

当
家｣

と
あ
る
も
の
の
、
注
釈
内
に
お
い
て
は

｢

当
家｣

の

記
述
は
一
切
見
ら
れ
ず
、
飛
鳥
井
家
説
は
あ
く
ま
で
も

｢

明
日
香
井
の

家｣
｢

飛
鳥
井
家｣

と
し
か
記
さ
れ
な
い
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、｢

ち
り

ひ
ぢ｣

の
場
合
、『

一
禅
御
説』

に
よ
っ
て

｢
二
条
家
に
は
…｣

｢

冷
泉

家
に
は
…｣

と
両
家
の
説
を
並
列
し
た
後
、｢

当
家｣
で
は
な
く

｢

明

日
香
井
の
家
に
は
…｣

と
述
べ
る
な
ど
、
そ
の
書
き
方
に
は
飛
鳥
井
家

か
ら
多
少
の
距
離
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

他
に
も
、
仮
名
序
及
び
八
四
六
番
歌

(

哀
傷
歌)

の
詞
書
に
見
ら
れ

る

｢

御
国
忌｣

の
読
み
に
つ
い
て
、『

栄
雅
抄』

で
は
、

一
条
禅
閤
御
説
に
は
。
御
国
忌
を
。
み
こ
つ
き
な
る
べ
し
。
ご
つ

と
濁
て
よ
む
は
あ
し
き
也

飛
鳥
井
家
に
は
み
こ
き
と
よ
む
べ
き

と
也

の
よ
う
に
、『

一
禅
御
説』

の
、

御
国
忌
み
こ
つ
き
成
へ
し
こ
つ
と
濁
て
よ
む
か
あ
し
き
也

(

87
条)

を
引
い
た
上
で
、
飛
鳥
井
家
の

｢

み
こ
き｣

説
を
併
記
し
て
い
る
。

｢

御
国
忌｣

を
如
何
に
読
む
か
は
秘
事
と
し
て
も�

々
取
り
上
げ
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、『

顕
注
密
勘』

や

『

僻
案
抄』

等
に
記
さ
れ
な
い

こ
と
も
、｢

一
条
禅
閤
御
説｣

を
引
く
一
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
に

し
て
も
、
時
に
宗
匠
家
を
厳
し
く
批
判
も
し
た
兼
良
の
説
を
飛
鳥
井
家

説
と
対
等
に
並
べ
る
姿
勢
に
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
う
し
た『

一
禅
御
説』

の
引
用
態
度
か
ら
は
、
再
編
者
の

『

一
禅
御
説』

へ
の
思
い
入
れ
の
深

さ
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
先
の

｢

ち
り
ひ
ぢ｣

の
歌
注
に
、

宗
匠
家
に
も
。
い
ぢ
と
よ
む
べ
し
と
な
り
。
但
日
本
紀
の
泥
土
の

注
に
、
干か

ん

毘ひ

尼に

と
付
た
り
。
沙
土
の
注
に
。
須す

毘び

尼に

と
つ
く
。
し

か
れ
ば
ひ
ぢ
と
い
ふ
を
正
と
す
る
べ
き
に
や
。

と
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
抑
も
飛
鳥
井
家
が

｢

ち
り
い
ぢ｣

説

を
と
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、｢

宗
匠
家
に
も
。
い
ぢ
と
よ
む
べ
し
と
な
り｣

な
ど
と
記
す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
仮
名
序
の
古
注

｢

天
の
浮
橋
の
し
た
に
て
…｣

に
つ
い
て
、『

栄
雅
抄』

に
は
、

此
注
は
貫
之
奏
覧
の
本
に
は
な
し
。
公
任
卿
の
所
為
な
り
と
い
ふ
。

宗
匠
家
に
は
。
貫
之
所
為
と
い
へ
る
誤
也
。
古
賢
こ
れ
を
見
わ
け

ら
れ
ざ
る
に
や
。

と
あ
る
。
こ
の
古
注
を
貫
之
の
も
の
と
見
做
す
の
は
、『

両
度
聞
書

(

注
�)』

に
も
、
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此
古
注
に
つ
い
て
説
々
あ
り
。
二
条
の
家
に
は
、
貫
之
注
す
と
用

な
り
。
…

(

中
略)

…
二
条
家
の
を
し
へ
は
貫
之
を
別
而
あ
ふ
ぐ

ゆ
へ
に
公
任
卿
の
書
か
と
い
ふ
事
を
は
ゞ
か
り
て
不
レ

用
レ

之
。
為

家
卿
明
疑
抄
に
も
貫
之
の
古
注
な
り
。
山
桜
の
歌
兼
盛
と
云
々
。

是
眞
な
る
べ
し
。
此
注
を
古
注
と
号
す
る
事
此
注
よ
り
さ
き
に
古

今
の
注
な
か
り
し
故
に
や
と
云
々
。

と
あ
る
如
く
、
二
条
家
の
説
で
あ
る
。
因
み
に
、『

蓮
心
院
註』

に
は
、

此
註
、
或
説
、
貫
之
自
問
自
答
と
有
。
但
、
公
任
卿
の
註
也
と
一

説
也
。
俊
成
卿
、
定
家
卿
と
も
に
褒
美
と
云
々
。
可
用
。

と
し
て
両
説
を
挙
げ
、
飛
鳥
井
家
と
し
て
は

｢

公
任｣

説
を
支
持
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、『

栄
雅
抄』

に
お
い
て
、
歌
道

家
で
あ
る
飛
鳥
井
家
の
人
物
が
二
条
家
を｢

宗
匠
家｣
と
呼
ぶ
こ
と
は
、

如
何
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
同
じ
く
仮
名
序
の

｢

富
士
の
山
も
煙
た
ゝ

ず
な
り｣

に
つ
い
て
も
、『

栄
雅
抄』

は
、

飛
鳥
井
家
に
は
不
断
を
用
ゆ
。
雅
経
為
家
卿
に
。
不
立
・
不
断
は

い
づ
れ
を
用
ひ
ら
れ
し
と
あ
り
し
に
。
不
断
を
用
ゆ
と
い
へ
り
。

秘
し
て
に
は
あ
ら
ず
。
む
か
し
は
物
を
正
直
に
い
へ
る
也
。
宗
匠

家
に
も
。
富
士
の
煙
は
む
か
し
よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
。
た
え
ぬ

事
な
れ
ば
。
不
立
と
い
は
ん
事
し
か
る
べ
か
ら
ず
。
不
断
を
用
ゆ

と
い
へ
り
。

と
記
し
て
い
る
。
飛
鳥
井
家
の
人
物
が
家
説
と
同
じ

｢

不
断｣

説
を

｢

宗
匠
家
に
も
…
不
断
を
用
ゆ
と
い
へ
り｣

と
述
べ
た
の
だ
と
す
る
と
、

不
自
然
さ
を
禁
じ
得
な
い
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、『

栄
雅
抄』

の
再

編
者
が
歌
道
家
か
ら
聊
か
距
離
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ

れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
再
編
者
は
、
飛
鳥
井
家
の
聞
書
を
珍
重
こ
そ

す
れ
、
復
原
す
る
に
あ
た
っ
て
飛
鳥
井
家
の
説
を

｢

当
家｣

と
は
書
き

得
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
再
編
者
は
、
そ
の
奥
書
に
あ
る
通
り
、�

兼

良
の
息
良
鎮
よ
り

｢

少
々｣

｢

指
南｣

を
受
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の

｢

指
南｣

と
は
、『

一
禅
御
説』

の
如
き
兼
良
の
言
説
を
纏
め
た

聞
書
等
の
相
伝
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
事
情

か
ら
、
歌
道
家
の
中
で
重
要
な
秘
事
に
お
い
て
も
、『

一
禅
御
説』

の

兼
良
説
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。『

一
禅
御

説』

を
閲
覧
し
受
容
す
る
に
は
、
当
然
な
が
ら
兼
良
に
近
し
い
人
物
が

介
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
兼
良
の
息
子
で
あ
る
良
鎮
は
、
ま
さ
に

そ
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
。

四

そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、『

一
禅
御
説』

と
同
じ
く
兼
良
説
の
聞

書
と
さ
れ
る『

柿
本
傭
材
抄

(

注
�)』

と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
〇
八
二
番
歌

(

神
遊
び
の
う
た)

左
注
の

｢

承
和
の
御
べ｣

に
つ
い
て
、『
栄
雅
抄』

に
は
次
の
よ
う
な

｢

一
禅
御
説｣

の
引
用
が
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見
ら
れ
る
。

承
和
の
御
べ
と
は
。
仁
明
の
御
事
な
り
。
一
禅
御
説
。
御
べ
と
は

御
贄
な
り
。
大
嘗
会
の
時
悠
紀
主
基
の
国
よ
り
。
み
つ
ぎ
物
奉
る

を
贄
と
云
也
。

こ
の

｢

一
禅
御
説｣
は
、『

古
今
集
童
蒙
抄』

に
、

仁
明
天
皇
の
大
嘗
會
の
時
、
悠
紀
は
近
江
。
主
基
は
備
中
な
り
。

備
中
國
よ
り
御
贄
を
た
て
ま
つ
る
時
そ
へ
た
る
歌
也
。
御
べ
は
御

贄
と
い
ふ
心
也

(

注
�)

。

と
あ
り
、『

古
今
集
秘
抄

(

注
�)』

に
も
、

悠
紀
は
近
江
主
基
は
備
中
也
こ
れ
は
備
中
の
国

[

大
嘗
会
の
時]

よ
り
御
贄
を
た
て
奉
る
時
そ
へ
た
る
歌
也
御
へ
は
御
贄
と
か
く
也

と
あ
っ
て
、
同
じ
内
容
が
確
認
さ
れ
る
。
だ
が
、『
栄
雅
抄』

に
最
も

近
似
す
る
の
は
、

一
承
和
の
御
へ

御
へ
は
御
贄
也
大
嘗
会
の
時
悠
紀
主
基
の
国
よ

り
御
つ
き
物
奉
る
を
贄
と
い
ふ
也
代
々
の
悠
紀
主
基
の
哥
を
は
本

歌
に
准
す
へ
き
由
侍
り
い
か
に
も
堪
能
人
を
え
ら
ひ
て
よ
ま
せ
ら

る
へ
き
物
に
侍
り
哥
の
灌
頂
に
て
侍
る
へ
き
と
な
ん

と
い
う

『

柿
本
傭
材
抄』

の
前
半
の
記
事
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、｢

玉
だ
れ
の
こ
が
め
や
い
づ
ら
…｣

の
歌

(

八
七
四
・
雑
歌
上)

に
つ
い
て
、『

栄
雅
抄』

に
は

『

顕
注
密
勘』

を
引
用
し
た
後
、

一
説

(

マ
マ)

御
説
か
め
に
玉
の
た
れ
た
る
か
た
の
有
を
云
と
い
へ
り
。
俊

成
卿
。
こ
が
め
の
玉
た
る
ゝ
事
に
く
し
。
た
ゞ
玉
垂
の
鉤
と
い
は

ん
と
て
。
こ
が
め
と
つ
ゞ
け
た
る
に
て
有
な
ん
と
云
々
。
玉
た
れ

の
簾
を
云
也

と
あ
る
。
版
本
に

｢

一
説
御
説｣

と
あ
る
の
は

｢

一
禅
御
説｣

の
誤
記

で
あ
り
、
神
宮
文
庫
蔵
本

(

外
題
は

｢

詁
訓
抄｣)

に
は

｢

一
禅
御
説｣

と

書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、『

柿
本
傭
材
抄』

の
、

か
め
に
玉
の
た
れ
た
る
か
ら
の
あ
る
を
い
ふ
と
云
り
俊
成
卿
か
め

の
玉
た
る
ゝ
事
に
て
候
た
ゝ
玉
垂
の
釣
と
い
は
ん
と
て
小
瓶
と
つ
ゝ

け
た
る
に
て
も
有
な
ん
と
云
々
玉
た
れ
は
簾
を
い
ふ
也
万
葉
に
は

玉
垂
の
こ
す
の
と
も
よ
め
り

と
い
う
記
事
に
殆
ど
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

武
井
氏
に
よ
れ
ば
、『

柿
本
傭
材
抄』

は
、
寛
正
・
文
正
・
応
仁
・

文
明
初
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
兼
良
の
良
鎮
へ
の
講
釈
が
基
と
な
っ
て

お
り
、
良
鎮
が
聞
書
を
纏
め
た
後
、
兼
良
が
改
め
て
刪
補
し
た
も
の
を
、

兼
良
が
薨
去
し
た
文
明
十
三
年

(

一
四
八
一)

四
月
二
日
以
後
に
良
鎮

が
再
び
奥
書
を
加
え
た
も
の
だ
と
い
う
。

『

栄
雅
抄』

に
は
、『

柿
本
傭
材
抄』

の
内
容
と
類
似
す
る
箇
所
が
他

に
も
散
見
さ
れ
る
。
抑
も

『

柿
本
傭
材
抄』

自
体
が
、『

歌
林
良
材
集』

や

『
古
今
童
蒙
抄』

『

伊
勢
物
語
愚
見
抄』

『

花
鳥
余
情』

と
も
重
な
る

内
容
を
多
く
有
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
類
似
す
る

『

栄
雅
抄』

の
内
容

に
つ
い
て
必
ず
し
も

『

柿
本
傭
材
抄』

を
受
け
た
も
の
だ
と
は
断
言
し
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難
い
が
、
少
な
く
と
も
右
の
二
例
に
関
し
て
は
、『

柿
本
傭
材
抄』

と

の
関
連
性
を
明
確
に
認
め
ら
れ
よ
う
。『

一
禅
御
説』

を
纏
め
た
人
物

は
未
詳

(

注
�)

で
あ
る
が
、
良
鎮
の
深
く
関
与
し
た

『

柿
本
傭
材
抄』

を
以
て

補
筆
す
る
点
か
ら
も
、『

栄
雅
抄』

再
編
者
と
良
鎮
と
の
密
接
な
交
流

を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
奥
書
の
書
か
れ
た
永
禄
四
年
時
に

｢

今

愚
比
丘
余
七
十｣

だ
っ
た
と
い
う
再
編
者
は
、
逆
算
す
る
と
、
良
鎮
の

没
し
た
永
正
十
三
年
に
は
二
十
歳
半
ば
頃
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、

年
齢
的
に
も
良
鎮
か
ら�

｢
少
々｣

｢

指
南｣

を
受
け
て
い
た
と
し
て

も
お
か
し
く
は
な
い
。

五

で
は
、
良
鎮
よ
り

｢

少
々｣

｢

指
南｣

を
受
け
た
と
い
う
そ
の
再
編

者
は
誰
か
。
片
桐
氏
は
、

奥
書
末
尾
の

｢

御
家
系
図
略
記｣

の
左
下
に
親
祐
に
続
い
て
見
え

る

｢

玉
信｣

こ
そ
が
そ
の
人
で
あ
る
と
す
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な

い
か
。
版
本
で
は
親
祐
の
下
に
名
が
見
え
る
だ
け
だ
が
、
大
阪
府

立
図
書
館
本
・
蓬
左
文
庫
本
・
東
洋
文
庫
本
で
は

｢

玉
信
在判｣

と

な
っ
て
い
て
、
老
比
丘
の
名
が
玉
信
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
示
し

て
い
る
。

と
指
摘
し
た
う
え
で
、｢

玉
信
の
出
自
や
閲
歴
に
つ
い
て
は
全
く
不
明｣

と
し
て
い
る
。
因
み
に
、
神
宮
文
庫
蔵
本
に
は
、｢

御
家
系
図
略
之
三

代
之｣

と
記
し
た
後
、

と
あ
っ
て
、
果
た
し
て
片
桐
氏
の
指
摘
の
如
く
、
雅
親
か
ら
雅
俊
、
親

祐
、
玉
信
と
い
う
相
伝
系
譜
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、『

栄
雅
抄』

が
親
祐
か
ら
玉
信
な
る
人
物
の
手
に
渡
っ
た
の
が
い
つ
の
時
点
で
あ
っ

た
の
か
は
未
だ
判
然
と
し
な
い
。
雅
俊
に
続
く
親
祐
の
名
が
、
雅
俊
門

下
で
大
内
家
の
被
官
で
あ
っ
た
速
水
親
祐

(

生
没
年
未
詳
。
一
五
二
五
年
生

存)

の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
、
井
上
宗
雄
氏
や
米
原
正
義
氏
を
始
め

(

注
�)

、

片
桐
氏
に
よ
っ
て
夙
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
玉
信
も
ま
た
大
内
家
周
辺

の
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

飛
鳥
井
家
の
歌
学
と
兼
良
・
良
鎮
の
学
識
の
双
方
を
折
衷
す
る
役
割

を
大
内
家
が
担
っ
た
こ
と
は
、
十
分
に
想
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

『

栄
雅
抄』

の
再
編
時
期
か
ら
時
代
は
若
干
遡
る
が
、
大
内
政
弘

(

一

四
四
六－

一
四
九
五)

は
、
文
明
年
間
に
兼
良
よ
り

『

花
鳥
余
情』

や

『
花
鳥
口
伝
抄』

『

伊
勢
物
語
愚
見
抄』

を
贈
ら
れ
、
延
徳
二
年

(

一
四

九
〇)
に
は
良
鎮
か
ら
兼
良
筆
の

『

源
氏
物
語』

を
贈
ら
れ
る
な
ど
、

一
条
家
と
大
内
家
と
の
頻
繁
な
交
流
は
井
上
氏
や
米
原
氏
に
よ
っ
て
既

に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
別
に
改
め
て
考
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察
す
る
こ
と
と
し
た
い
が
、【

表
１】

に
も
示
し
た
如
く
、『

栄
雅
抄』

に
は

『
伊
勢
物
語
愚
見
抄』

や

『

花
鳥
余
情』

等
か
ら
も
引
用
が
な
さ

れ
る
。
大
内
家
を
取
り
巻
く
こ
う
し
た
兼
良
・
良
鎮
と
の
親
交
が
土
壌

と
な
り

『

栄
雅
抄』

が
再
編
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
永
禄
四
年
の
奥
書
の

通
り
良
鎮
か
ら
再
編
者
へ
何
か
し
ら
の

｢

指
南｣

が
あ
っ
た
こ
と
も
十

分
考
え
得
る
し
、
そ
の
結
果
縷
述
し
た
よ
う
な

『

一
禅
御
説』

や

『

柿

本
傭
材
抄』

の
兼
良
の
言
説
が
活
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
も
納
得
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

兼
良
は
豊
か
な
学
識
を
持
ち
、
公
家
歌
人
と
し
て
も
有
力
な
存
在
で

あ
り
、
歌
合
を
催
し
判
者
と
な
る
こ
と
も
度
々
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

井
上
氏
が
詳
論
す
る
よ
う
に
、
兼
良
は
冷
泉
家
と
の
密
接
な
繋
が
り
故

に
、
二
条
家
や
飛
鳥
井
家
に
対
し
て
は
対
抗
意
識
が
あ
っ
た
と
い
う
が

(

注
�)

、

兼
良
が
歌
人
と
し
て
当
時
の
歌
壇
を
代
表
す
る
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
博
学
多
才
、
歌
人
と
し
て
も
歌
道
家
と
比
肩
で
き
る
兼

良
の
言
説
を
引
く
こ
と
は
、
歌
学
書
を
権
威
付
け
る
こ
と
に
も
成
り
得

た
で
あ
ろ
う
。

今
一
つ
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、『

栄
雅
抄』

の
復
原
に
際
し
て
、

こ
う
し
た
兼
良
の
言
説
が

『

僻
案
抄』

の
定
家
説
と
併
せ
て
追
補
さ
れ

た
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。『

古
今
集
童
蒙
抄』

冒
頭
の
序
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

此
集
に
顕
注
密
勘
と
い
ふ
は
、
顕
昭
法
師
が
注
し
た
り
を
、
京
極

中
納
言
ひ
そ
か
に
是
非
を
勘
づ
け
ら
れ
た
れ
ば
、
歌
の
義
理
に
を

き
て
は
事
つ
き
侍
り
。
又
ひ
さ
し
く
世
間
に
流
布
せ
れ
ば
見
の
こ

す
人
も
あ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
ほ
か
に
僻
案
抄
と
い
ふ
物
は
、
三

代
集
の
難
義
を
、
こ
れ
も
お
な
じ
中
納
言
の
か
ゝ
れ
た
る
物
也
。

う
ち
ま
か
せ
て
は
世
に
ひ
ろ
ま
ら
ざ
れ
ど
も
、
近
年
聞
伝
て
う
つ

し
を
け
る
人
も
侍
る
に
や
。
…(

中
略)

…
す
べ
て
家
々
の
諸
説
、

人
々
の
覚
悟
、
更
に
巨
細
を
し
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
歌
の
道
に
を

き
て
は
、
定
家
卿
の
説
を
は
な
れ
て
は
、
す
こ
ぶ
る
傍
若
無
人
也
。

そ
の
い
は
れ
は
基
俊
・
俊
成
よ
り
此
道
を
伝
へ
て
三
代
に
な
れ
り
。

和
歌
の
奥
義
、
秘
事
口
伝
、
残
る
所
有
べ
か
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も

近
き
世
と
な
り
て
、
か
の
子
孫
の
う
ち
、
邪
僻
を
執
し
、
あ
や
ま

り
を
伝
へ
た
る
事
も
侍
に
や
。

こ
の
序
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
定
家
を
正
統
と
仰
ぎ
継
承
す
る
兼
良
が

『

顕
注
密
勘』

に
加
え
て

『

僻
案
抄』

を
重
視
し
た
こ
と
は
、
夙
に
指

摘
さ
れ
て
き
た
。
兼
良
の
こ
う
し
た
意
思
は
良
鎮
に
も
引
き
継
が
れ
た

で
あ
ろ
う
し
、『

栄
雅
抄』

の
再
編
者
に
対
し
て
良
鎮
か
ら
多
少
な
り

と
も

｢

指
南｣

が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
兼

良
の
考
え
は
含
ま
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。『

蓮
心
院
註』

に
も
引
か

れ
、『
栄
雅
抄』

の
原
聞
書
の
時
点
で
既
に
活
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う

『

顕
注
密
勘』

は
さ
て
お
き
、
復
原
段
階
で
兼
良
説
と
共
に

『

僻
案

抄』

が
補
筆
さ
れ
た
の
に
は
、｢

歌
の
道
に
を
き
て
は
、
定
家
卿
の
説
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を
は
な
れ
て
は
、
す
こ
ぶ
る
傍
若
無
人
也｣

と
い
う
兼
良
の
言
説
が
響

い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『

蓮
心
院
註』

の
京
都
大
学
蔵
本
・
今
治
市
河
野
信
一
記
念
文
化
館

蔵
本
に
み
る
後
人
に
よ
る
改
編
や
、
広
島
大
学
蔵
本
の
書
入
れ
に
も
、

『

僻
案
抄』

が
追
補
さ
れ
た
り
、
兼
良
の
説
が
僅
か
に
記
さ
れ
た
経
緯

は
看
取
で
き
る
。
或
い
は
、『

両
度
聞
書』

に
も
兼
良
の
説
の
記
述
が

僅
か
な
が
ら
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
定
家
の

『

僻
案
抄』

や
兼

良
の
言
説
を
用
い
る
動
き
は
あ
る
に
は
あ
る
が
、『

栄
雅
抄』

の
如
く

顕
著
な
も
の
で
は
な
い
。
時
に

『
顕
注
密
勘』

や

『

僻
案
抄』

の
定
家

の
説
に
先
ん
じ
て
、
兼
良
の
説
を
述
べ
よ
う
と
す
る
補
筆
態
度
か
ら
察

す
る
に
、『

栄
雅
抄』

の
再
編
者
は
良
鎮
か
ら
｢
指
南｣

さ
れ
た
兼
良

の
言
説
を
尊
重
す
る
こ
と
に
先
ず
意
識
が
働
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

結
果
的
に
見
れ
ば
、
こ
う
し
て
学
才
高
い
兼
良
の
言
説
が
ふ
ん
だ
ん
に

引
か
れ
、
加
え
て
歌
道
家
の
正
統
性
を
示
す
定
家
の
名
が
処
々
で
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
、
歌
学
書
を
権
威
付
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
何
よ
り

兼
良
説
の
引
用
は

『

栄
雅
抄』

の
注
釈
に
一
歌
道
家
に
束
縛
さ
れ
な
い

客
観
性
を
も
た
ら
し
、
爾
後
の
注
釈
書
と
し
て
の
評
価
を
得
る
こ
と
に

も
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
高
評
価
と
も
相
俟
っ
て

『

栄
雅
抄』

は
後
に
飛
鳥
井
雅
章

の
手
を
離
れ
北
村
季
吟
の
入
手
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
季
吟
が
こ
れ

を

『

八
代
集
抄』

の

『

古
今
集』

注
と
し
て
殆
ど
そ
の
ま
ま
組
み
込
ん

だ
こ
と
は
有
名
だ
が
、
そ
の
本
文
は
、
兼
良
説
や

『

僻
案
抄』

の
引
用

に
至
る
ま
で
全
て
版
本

『

栄
雅
抄』

に
一
致
し
て
い
る
。
即
ち
、
玉
信

な
る
人
物
に
よ
っ
て
兼
良
説
や

『

僻
案
抄』

の
加
筆
と
と
も
に
復
原
さ

れ
た
再
編
本
が
、
そ
の
後
も
飛
鳥
井
家
の
中
で
伝
来
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、『

栄
雅
抄』

は
、
大
内
家
被
官
の
速
水
親
佑
か
ら
玉

信
な
る
再
編
者
の
手
を
経
て
、
再
び
飛
鳥
井
家
の
手
中
に
収
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。

注

注
１

引
用
は
、
竹
岡
正
夫

『

古
今
和
歌
集
全
評
釈』

(

右
文
書
院
、
一
九
八
一

年)

に
よ
る
が
、
奥
書
に
つ
い
て
は
延
宝
二
年
版
本
を
用
い
私
に
改
め

た
箇
所
が
あ
る
。

注
２

片
桐
洋
一

『

中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
四』

(

赤
尾
照
文
堂
、
一
九
八
四

年)

Ⅰ
・
一

｢

い
わ
ゆ
る

｢

古
今
栄
雅
抄｣

を
め
ぐ
っ
て｣

。

注
３

こ
こ
に
い
う

｢

一
禅
御
説｣

と
は
、『

栄
雅
抄』

に
み
る
断
り
書
き
の
そ

れ
で
は
な
く
、
兼
良
説
の
聞
書

『

一
禅
御
説』

の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
の
二
で
図
示
し
た

｢

一
禅
御
説｣

引
用
の
典
拠
数
に
基
づ
く
指
摘

で
あ
ろ
う
。

注
４

例
え
ば
、
武
井
和
人
氏
も

『

一
条
兼
良
の
書
誌
的
研
究』

(

桜
楓
社
、
一

九
八
七
年)

第
１
章
・
第
３
節

｢

柿
本
傭
材
抄｣

の
中
で
、

兼
良
が

『

顕
注
密
勘』

を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
は
、『

古
今
集
童
蒙

抄』

の
序
文
の
中
で
、
自
身｢

此
集
に
、『

顕
注
密
勘』

と
い
ふ
は
、

顕
昭
法
師
が
注
し
た
る
を
、
京
極
中
納
言
ひ
そ
か
に
是
非
を
勘
つ

け
ら
れ
た
れ
ば
、
歌
の
義
理
に
を
き
て
は
事
つ
き
侍
り｣

と
述
べ

て
ゐ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
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と
指
摘
し
て
い
る
。

注
５

武
井
氏
前
掲
書
、
第
１
章
・
第
１
節

｢

一
禅
御
説

(

附
翻
刻
・
静
嘉
堂

文
庫
蔵
本

[

全])｣
(｢

一
禅
御
説

翻
刻
と
解
題

｣
(『

研
究
と
資

料』
第
一
輯
、
一
九
七
九
年
四
月)

初
出)

。
猶
、
武
井
氏
以
前
に
、
井

上
宗
雄『
中
世
歌
壇
史
の
研
究
室
町
前
期』

(

風
間
書
房
、
一
九
六
一
年)

二
六
一
〜
二
六
二
頁
に
お
い
て
紹
介
・
考
察
し
て
い
る
。

注
６

『

蓮
心
院
註』
は
、
そ
の
識
語
よ
り
、
長
享
三
年

(

一
四
八
九)

三
月
一

二
日
か
ら
同
年
四
月
一
四
日
に
か
け
て
栄
雅
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

『

古

今
集』

の
講
釈
を
聞
書
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
栄
雅
が
慈
照
院
こ
と
足

利
義
政

(

一
四
三
六－

一
四
九
〇)

に
対
し
て
行
っ
た
講
釈
を
元
と
し
、

明
応
七
年

(

一
四
九
八)

に
成
っ
た
と
い
う

『

栄
雅
抄』

と
は
内
容
が

異
な
る
。
新
井
栄
蔵

｢

栄
雅
の
〈
古
今
集
注
〉
を
め
ぐ
っ
て

古
今
集

注
釈
史
論

｣
(『

国
語
と
国
文
学』
五
二
号
、
一
九
七
五
年
九
月)

、

泉
紀
子

｢

飛
鳥
井
家
の
古
今
集
注
釈

『
蓮
心
院
殿
説
古
今
集
註』

か

ら

『

栄
雅
抄』

へ

｣
(『

国
語
国
文』

五
二
号
、
一
九
八
三
年
三
月)

、

片
桐
氏
前
掲
書
Ⅰ
・
二

｢｢

蓮
心
院
殿
説
古
今
集
註｣
に
つ
い
て｣

に
詳

し
い
。

注
７

引
用
は
、
武
井
氏
前
掲
書
所
収
の
資
料
翻
刻

(

注
５
参
照)
に
よ
る
。

注
８

引
用
は
、『

日
本
歌
学
大
系
別
巻
五』

に
よ
る
。

注
９

拙
稿

｢

飛
鳥
井
家
の
古
今
集
注
釈
と
秘
伝

『

蓮
心
院
殿
説
古
今
集
註』

『

古
今
栄
雅
抄』

の
三
木
三
鳥
を
中
心
に
し
て

｣
(｢

国
語
国
文
学
研

究｣

第
四
五
号
、
二
〇
一
〇
年
二
月)

で
、『

栄
雅
抄』

の〝

三
木
三
鳥〞

説
の
構
成
に
つ
い
て
秘
伝
書
と
の
関
連
か
ら
考
察
を
行
っ
た
。

注
10

引
用
は
、『

日
本
歌
学
大
系
別
巻
五』

に
よ
る
。

注
11

当
該
歌
に
つ
い
て
、『

顕
注
密
勘』

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

此
歌
に
付
て
兩
様
あ
り
。
一
に
は
第
三
句
は
お
も
ほ
え
で
と
よ
む

べ
し
。
其
心
は
、
常
に
す
ぐ
る
月
日
は
お
ほ
か
る
や
う
に
覺
ゆ
れ

ど
、
花
見
る
春
の
心
は
月
日
の
す
く
な
き
様
に
覺
ゆ
と
云
へ
り
。

一
に
は
、
い
た
づ
ら
に
す
ぐ
る
月
日
は
な
に
と
も
お
ぼ
え
ざ
る
に
、

花
み
る
春
は
す
く
な
き
様
に
覺
ゆ
と
よ
め
る
は
、
其
深
云
義
也
。

但
、
あ
ま
り
に
や
。
後
人
の
心
に
ま
か
す
べ
し
。
今
案
に
、
前
の

義
ま
さ
る
べ
し
。
後
撰
歌
に
も
、

ま
ち
く
ら
す
日
は
す
が
の
ね
に
お
も
ほ
え
で
あ
ふ
よ
し
も
な

ど
玉
の
を
な
ら
ん

此
詞
等
、
今
歌
を
思
へ
る
か
。
然
者
腰
句
も
お
も
ほ
ゆ
る
心
歟
。

お
も
ほ
え
ず
と
云
心
に
は
不
レ

叶
。

兩
説
と
被
レ

注
た
る
を
實
義
之
由
存
也
。
後
撰
歌
は
、
必
不
レ

可
三

專
守
二

此
歌
一

。

注
12

『

蓮
心
院
殿
説
古
今
集
註』

に
は
、

一
冷
泉
家
ニ
ハ
嘉
禄
本
ノ
本
ヲ
用
給
。
真
名
序
ナ
シ
。

一
定
家
卿
ハ
貞
応
ノ
本
ヲ
用
給
シ
。
真
名
序
ノ
事
ナ
キ
分
ニ
テ
本

ノ
左
ニ
ア
リ
。

一
御
当
家
ニ
ハ
一
本
ア
ル
ト
云
ド
モ
、
世
間
ニ
各
用
ル
ニ
ヨ
リ
テ

貞
応
ノ
本
ニ
テ
御
相講

伝尺

ア
リ
。
真
名
序
用
給
ハ
ズ
。
但
、
ス
テ

給
ニ
ハ
非
ズ
。

(

広
島
大
学
蔵
本)

と
あ
り
、
対
冷
泉
家
意
識
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

注
13

引
用
は
、
片
桐
洋
一

『

中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
三

下』
(

赤
尾
照
文

堂
、
一
九
八
一
年)

に
よ
る
。

注
14

『

柿
本
傭
材
抄』

の
仔
細
は
、
武
井
氏
前
掲
書
、
第
１
章
・
第
３
節

｢

柿

本
傭
材
抄｣

(｢『

柿
本
傭
材
抄』

の
成
立

兼
良
の
注
釈
の
基
底

｣
(『

国
語
国
文』

第
五
〇－

一
一
号
、
一
九
八
一
年
一
一
月)

、｢『

柿
本
傭

材
抄』

の
成
立｣

補
遺

附
翻
刻
・
校
異

｣
(『

埼
玉
大
学
紀
要

[

人
文
科
学
篇]』

第
三
二
号
、
一
九
八
三
年
一
一
月)

、｢

蓮
華
王
院
旧

蔵
紀
氏
正
本

『

土
左
日
記』

の
ゆ
く
へ

堯
孝
所
持
の
確
認

｣

― 28 ―



(『

言
語
と
文
藝』

第
九
三
号
、
一
九
八
二
年
七
月)

初
出)

に
詳
し
い
。

猶
、
本
文
の
引
用
は
、
該
書
所
収
の
資
料
翻
刻
に
よ
る
。

注
15

引
用
は
、『

群
書
類
従
16

(

和
歌
部)』

に
よ
る
。

注
16

兼
良
の

『

古
今
集』

講
釈
は
幾
度
も
纏
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
り
、『
古
今
集
秘
抄』

は

『

古
今
集
童
蒙
抄』

の
異
本
に
あ
た
る
。

引
用
は
、
武
井
氏
前
掲
書
所
収
の
資
料
翻
刻
に
よ
る
。

注
17

武
井
氏
は
、『
一
禅
御
説』

に
奥
書
・
識
語
の
類
が
無
い
点
か
ら
、
冬
良

や
良
鎮
等
の
一
条
家
の
人
々
が
編
ん
だ
可
能
性
は
考
え
に
く
い
と
し
、

ま
た
、
兼
良
が
歌
学
に
お
い
て
歌
道
家
よ
り
圧
倒
的
に
学
識
を
有
し
て

い
た
か
疑
問
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
歌
道
家
の
人
物
に
よ
る
可
能
性

も
低
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、｢

追
補｣

と
し
て
、

孫
姫
か
式
愚
問
賢
注
抄
に
当
社
御
作
と
あ
り
い
ま
だ
御
覧
し

な
し
と
仰
ら
る
ゝ
也

(

63)

と
見
え
、
事
実

『

愚
問
賢
注』

に

｢
浜
成
の
式
は
、
光
仁
の
詔
勅

に
応
じ
、
孫
姫
の
式
は
聖
廟
製
作
を
の
こ
さ
る｣

(

歌
学
大
系
本
・

一
二
四
頁)

と
あ
る
。｢

孫
姫
の
式
は
聖
廟
製
作
を
の
こ
さ
る｣

の

理
解
に
は
、
鳥
居
小
路
経
厚
講
・
尊
鎮
親
王
記

『
愚
問
賢
注
抄』

の

｢

孫
姫
式
ト
ハ
天
神
ノ
御
孫
ノ
姫
君
ノ
為
ニ
製
作
セ
ラ
レ
シ
者

也｣
(

宮
内
庁
書
陵
部
蔵

[

五
〇
三
・
二
一
三]

本)

と
い
ふ
注
が

参
考
に
な
る
。

聖
廟
・
天
神
を

｢

当
社｣

と
い
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
天
満
宮

の
神
人
を
第
一
に
考
へ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
だ
社
を
特
定
は
出
来

な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で

『

一
禅
御
説』

成
立
の
背
景
の
一
端
を

知
る
こ
と
は
出
来
た
。

と
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

注
18

井
上
宗
雄

『

中
世
歌
壇
史
の
研
究
室
町
後
期

(

改
訂
新
版)』

(

明
治
書

院
、
一
九
八
七
年)

第
一
章
・
２

｢

飛
鳥
井
家
の
動
向

宋
世
と
雅
俊

と｣

。
米
原
正
義

『

戦
国
武
士
の
文
芸
の
研
究』

(

桜
楓
社
、
一
九
八
〇)

第
五
章
・
第
三
節

｢

義
興
お
よ
び
被
官
人
の
文
芸｣

。

注
19

井
上
宗
雄

『

中
世
歌
壇
史
の
研
究

室
町
前
期

(

改
訂
新
版)』

(

風
間

書
房
、一
九
八
四
年)

第
五
章
・
１｢

冷
泉
家
の
復
興
と
前
摂
政
家
歌
合｣

。

[

付
記]

本
稿
は
、
平
成
二
十
二
年
度
西
日
本
国
語
国
文
学
会

(

平
成
二
十
二

年
九
月
十
二
日
、
於
佐
賀
大
学)

、
及
び
、
第
二
十
二
回
古
典
研
究
会

(

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
五
日
、
於
広
島
大
学)

で
の
口
頭
発
表
の
一

部
を
基
に
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
多
く
の
先
生

方
か
ら
ご
助
言
を
賜
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

(

ひ
だ
か

あ
い
こ
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程)
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