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数
あ
る
勅
撰
集
の
中
で
も
新
古
今
和
歌
集
は
最
も
豊
富
に
そ
の
捩
定
の
経
緯
を
示
す
資
料
を
も
つ
て
ゐ
る
。
随
つ
て
新
古
今
集
撰
定
に

闘
す
る
研
究
は
今
日
ま
で
で
既
に
精
卸
の
域
に
逹
し
て
ゐ
る。

管
見
は
、
た
だ
そ
の
日
溜
り
の
蕗
穂
を
拾
ふ
に
過
ぎ
な
い
。

建
仁
元
年
十
一
月
三
日
に
左
中
絣
奉
碧
を
以
て
上
古
以
後
の
和
歌
を
選
進
す
べ
し
―
こ
の
勅
命
が
六
人
の
歌
人
に
下
っ
た
。
こ
れ
が
新
古

今
梨
採
定
の
始
ま
り
だ
-
こ
い
ふ
こ
ミ
は
既
に―

つ
の
常
誠
で
あ
る
。
そ
し
て‘

原
有
家
，
藤
原
雅
続
、
及
ぴ
沙
弾
寂
蓮
で
あ
っ
て
｀
こ
の
六
人
が
即
ち
新
古
今
集
の
所
謂
撰
者
で
あ
る
こ
ミ
も
こ
れ
亦
常
誠
こ
な
つ
て
ゐ

る
。
と
、
h
の
で
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
皆
利
歌
所
の
寄
人
で
あ
り
、
そ
し
て
、
常
時
の
す
ぐ
れ
た
歌
人
で
あ
り
、
相
常
地
位
も
あ
り
家
柄
も

あ
っ
て
後
烏
材
院
側
近
の
奉
仕
者
で
あ
っ
た
こ
一
こ
か
ら
考
へ
て
、
撰
者
の
人
姻
に
は
大
憫
次
の
や
う
な
條
件
が
考
慰
せ
ら
れ
た
も
の
ミ
推

測
さ
れ
ら
。

一
、
撰
者
は
和
歌
所
の
寄
人
の
中
か
ら
選
ば
る
べ

ぎ
こ
ミ
、
二
、
和
歌
所
の
寄
人
で
は
あ
っ
て
も
｀
前
の
勅
捩
銀
時
代
に
活

新
古
今
和
歌
梨
の
撰
鋲
態
度
さ
捩
染
事
業

一
、
撰
者
の
選
定
と
そ
の
前
後
の
事
恨

ーヽ／

小
四
七

そ
の
六
人
ミ
は
、
源
迎
具
、
藤
原
定
家
‘
廉
原
家
隆
、
藤

島

（七
二
七
）
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ヽ

躙
し
た
さ
こ
ろ
の

歌
人、

た
ミ
ヘ

ば
、
藤
原
俊
成
の
や
う
な
人
は
除
か
る
べ
き
こ

と
一`
―-
、
そ
の
作
歌
上
の
力
批
ご
貰
禄
さ
が
撰
者
た
る

に
充
分
で
あ
る
こ

-I
)

は
勿
論
、
相
常
の
地
位
-ヽょ家
柄・こ

が
あ
っ
て
殿
上
人
階
級
た

る
べ
き
こ
ミ
、

酌
つ
て
、
源
具
親
の
如
き
は
殿
上
人
で

あ
つ
て
も
撰
者
さ
し
て
は
貰
薮
が
足
ら
ず
、
藤
原
秀
能
、
鴨
長
明
な
さ
は
そ
の
力
砒
は
あ
る
が
，
地
下
だ
か
ら
、

何
れ
も
撰
者
た
る
衰
格

を
訣
い

て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

然
し
、
宜
際
は
撰
者
の
人
選
は
躍
に
こ
れ
だ
け

の
條
件
に
よ
っ
て
の

み
行
は
れ
た
も
の
で
は
な
い

ら
し
い
。
そ
こ
に
は
幾
分
の
俯
宜
が

か
ら
ま
つ

て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
菩

へ
ば
、
源
通
具
で
あ
る
。
此
の
人
は
｀
漢
根
の
素
脊
も
あ
り
白
氏
文
集
の
詩
句
な
さ
を
醜
案
し
て
歌
に

も
相
常
の
力
址
を
ホ
し
た
の
で
は
あ
る
が、

捩
梨
の
如
ぎ
綿
密
な
仕
事
に
は
ぷ
向
き
で
、
歌
の
故
宵
典
腺
に
通
ぜ
ず
、
定
家
の
明
月
記
で

は、

駆
此
の
人
の
選
出
歌
の
杜
撰
な
こ
．f）を
非
難
し
て
ゐ
る
。
古
今
袈
間
躯
に
も
、
此
の
人
が
顛
態
院
の
御
時
、
新
間
の
御
琵
琶
大
烏
の

撥
面
の
給
様
み
搬
い
た
が
、
そ
の
統
の
典
腺
が
は
つ
き
り
し
な
い
の
で
常
人
に
哲
問
せ
ら
れ
る
ご
‘

「
さ
て

は
そ
の
事
正
憫
な
し
、
此
の
人
は
お
し
事
す
る
人
に
こ
そ
」
と
沙

汰
あ
っ

て
そ
の
組
様
を
用
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
、
さ
い
ふ

記
事
が
出
て
ゐ
る
。
こ
れ

ら
か
ら
見
ら
と
、
此
の
人
は
謡
者
ミ
し
て
適
任
者
で
な

か
っ
た

に
拘
ら
す
、
捩
者
の
う
ち
に
加

へ
ら
れ
た
の
は
、
全
く
父
親
の
源
の
通
親
の
勢
力
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
ら
し
い
。
後
年
、

通
親
が
斃
去
し
て
萬
機
院
の
御
意
痣
に
出
づ
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
は
．
こ
れ
ま
で
撰
集
に
た
づ
さ
は

つ
て
ゐ
た
通
具
が
次
第
に
撰
集
の

こ
さ
か
ら
遠
ざ
か
つ
て
行

っ
た
ら
し
い

こ
ミ
が
明
月
記
の
記
事
か
ら
察
せ
ら
れ
る
の
も
そ
の

一
證
ミ
な
る
で
あ
ら
う
。

さ
て、

ま
た
寄
人
か
ら
揺
者
を
選
ば
れ
た
ミ

い
ふ
こ
ミ
も
注
意
す
べ
き
こ
ミ
で
あ
っ
た
。

（
七
二
八
）

元
来
、
建
仁
元
年
七
月
廿
六
日

に
右
中
辣
奉
杏
を
以
て
和
歌
所
を
は
じ
め
ら
る
べ
ぎ
院
宜
の
下
っ
た
時
に
選
ば
れ
た
寄
人
は
、
良
経
、

も
ち

て
候
」
ミ
ば
か
り
で
、
さ
つ
ば
り
嬰
領
・篇
得
な
い
か
ら、

文

學

研

” ）し

第

五

輯

四
八

「只
わ
が
も
ー
こ
に
古
く
よ
り
う

つ
し
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通
親
、
慈
闘
、
通
具
、
定
家
、

家
降
、
有
家
、
雅
続
、
俊
成
、
具
親
、
寂
蓮
（
明
月
記
に
よ
る
）
の

十

一
人
で
あ
っ
た
。

の
席
に
は
基
辿
は
出
席
し
て
ゐ
な
い
の
に
よ
っ
て

證
明
出
来
る
。

今
、
か
か

る
寄
八
の
顔
ぷ
れ
を
見
て
第
一
に
感
ず
る
こ
ミ
は
、

囮
九

も
つ
ミ
も
、
此
の

人
名
に
つ
い
て
は
明
月
記
の
記
事
ご
家
長
日
記
・
こ
に
相
違
が
あ
る
。
家
長
日
記
に
は
慈
闘
が
な
い
。
大
日
本
史
料
が
家
長
日
記
に
描
政
左

大
臣
‘
)
あ
る
の
を
描
政
基
通
ミ
左
大
臣
良
謡
ミ
の
意
に
解
し
て
ゐ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
こ
の
描
政
左
大
臣
は
良
経
の
み
を
指
し
て
ゐ

る
こ
い
ふ
こ
ー
こ
は
、
同
じ
日
記
に
同
じ
年
の
八
月
十
五
夜
撰
歌
合
の
記
事
に
良
経
の

こ
ミ

を
描
政
左
大
臣
殿
-
こ
し
る
し
て
を
り
｀
且
つ
此

元
来
基
叫‘名

い
ふ

人
は
詩
を
作
っ
た
が
歌
を
作
ら
な
か
っ
た
人
で
あ

る
。
甚
通
が
描
政
を
や
め
た
の
は
建
仁
二
年
十
二
月
で
あ
り
、
そ
の
あ
さ
を
良
経
が
左
大
臣
の
ま
ま
で
括
政
し
て
ゐ
る
。
家
長
日
記
は
追

憶
個
の
記
事
だ
か
ら
、
斯
様
な
書
き
方
を
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
明
月
記
の
記
ボ
は
他
聞
の
ま
ま
を
記
載
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
事
四

そ
の
衝
に
常
つ
て
ゐ
た
家
長
の
記
録
の
方
を
信
ず
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
、
八
月
一二
日
の
和
歌
所
影
供
歌
合
に
も
八
月
十
五
夜
捩
歌

合
に
も
慈
此
は
列
廂
し
て
ゐ
る
し
、
明
月
記
に
は
和
歌
所
の
見
取
圏
に
座
主
の
席
を
記
入
し
て
ゐ
る
の
か
ら
見
れ
ば
、

家
ろ
明
月
記
の
方

を
信
じ
た
い
。

家
長
日
記
は
思
ひ
お
ミ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
ま
た
．
家
長
日
記
セ
み
る
一
こ
藤
原
隆
信
｀
鴨
長
明
、
藤
原
秀
能
の

三
人

が
、
あ
さ
か
ら
寄
人
に
加
へ

ら
れ
た
ミ
記
し
て
ゐ
る
。
明
月
記
に
は
八
月
一二
日
の
初
度
影
供
歌
合
の
時
に
「
寄
人
に
非
す
」
さ
し
る
し
て

此
の
寄
人
の
中
に
藤
原
季
経
や
頴
昭
の
名
前
が
出
て
ゐ
ぬ
こ
ー
‘
る
で
あ

る
。
後
鳥
竹
院
は
季
親
等
の
歌
を
お
認
め
に
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
院
が
六
條
祇
歌
球
を
斥
け
た
ま
う
た
こ
と
は
御
口
催
に
、
季
経

の
説
を
排
隙
し、

又
、
頴
昭
に
劉
し
し
も
樫
股
的
な
語
氣
を
お
洩
し
あ
そ
ば
さ
れ
て
ゐ
る
の

に
依
つ
て
も
拝
察
す
る
こ
さ
が
出
来
る
。
院

の
庶
幾
し
給
っ
た
の
は
俊
成
の
歌
風
で
あ
っ
た
。
従
つ
て
俊
成
系
の
歌
人
の
歌
が
御
邸
に
か
な

っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
此
の
寄
人
の
頻
ふ

ゐ
る
か
ら
、
そ
の
補
任
は
そ
れ
よ
り
の
ち
の
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

（七
二
九
）



雅
経
は
．
さ
う
か
―
こ
い
ふ
ミ
、
彼
は
歌
よ
り
も
索
呼
ろ
蹴
鞠
の
方
が
専
門
で
あ
っ
て
、
建
久
八
年
二
月
に
院
の
蹴
鞠
の
お
相
手
ミ
し
て
鎌
倉

か
ら
呼
び
戻
さ
れ
て
早
速
昇
殿
を
ゆ
る

さ
れ
、
院
の
側
近
に
仕
へ

ま
っ
っ
た
の
で
あ
る
。
此
の
人
も
亦
上
皇
の
特
別
の
御
寵
遇
を
蔽

っ
た

-
‘
)
い
ふ
こ
ミ
が
出
来
る
。
ま
た
、

寂
迎
法
師
は
、
家
長
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
柑
を
そ
む
い
て
後
，
都
の
外
に
庵
を
結
ん
で
佛
逍
の
み
修
し

か
ら
院
に
召
し
出
だ
さ
れ
た
。

次
に
寄
人
の
顕
獨
か
ら
見
て
も
う
一
っ
注
意
せ
ら
れ
る
こ
と
は
5

後
島
笏
院
側
近
者
が
そ
の
殆
さ
全
部
ご
言
っ
て
い
い
ミ
い
ふ
こ
と
で

あ
る
。
芦
四
具
親
は
右
京
椛
大
夫
師
光
の
子
で
院
の
女
房
の
宮
内
卿
の
兄
で
あ
る
。
師
光
は
千
載
集
の
作
者
で
も
あ
り
、
正
治
二
年
の
院
初

度
百
首
歌
に
も
作
者
に
列
つ
て
ゐ
る
が
、
枇
を
す
て
て
嵯
峨
の
方
に
か
く
れ
住
ん
だ
人
で
あ
る
。
ま
た
宮
内
卿
は
年
若
う
し
て
祉
↓
乞
去
つ

た
が
、
院
に
御
仕
へ
し
た
女
房
の
な
か
で
も
妹
に
秀
れ
た
歌
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
歌
ゅ
ゑ
に
上
皇
の
御
寵
愛
の
深
か
っ
た
こ
さ
は
射
鍛
ゃ

家
長
日
記
の
文
に
よ
っ
て
仰
る
事
が
出
来
る
が
、
そ
の
宮
内
卿
の

兄
で
あ
り
、
師
光
の
嫡
男
な
る
が
故
に
具
親
は
父
ミ
共
―
し
ゐ
た
佗
住
居

そ
し
て
、

上
皇
は
彼
の
歌
オ
を
愛
し
て
兵
衛
佐
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

る。

゜
ス
Q

か
や
う
な
わ
け
だ
か
ら
、

（
家
長
H
記
に
腺
る
)
藤
原

G

七
三

0
)

れ
を
見
る

f

、
)
、
良
親
、
慈
闘
、
家
隆
、
定
家
、
雅
紐
、
寂
迎
は
全
く
俊
威
系
の
人
で
寄
人
の
大
半
を
占
め
て
ゐ
る
わ
け
で
、
そ
れ
が

ま
た

特
に
目
立
つ
の
で
あ
る

J

有
家
は
藤
原
則
軸
の
孫
｀

重
家
の
第
三
子
で
六
條
家

の
嫡
流
で
あ

る
が
、
元
来
が
詩
人
で
あ
り
、
嵌
根
の
素
蓑

が
深
か
っ
た
人
で
あ
る
。
建
久
七
年
の
良
翻
第
詩
會
を
は
じ
め
正
治
年
間
の
良
続
第
の
詩
歌
合
や
兼
良
が
法
性
寺
の
詩
會
な
さ
に
出
席
し

て
詩
を
賦
し
て
ゐ
る
が、

歌
の
方
も
、
御
室
採
歌
合
な
さ
に
は
大
家
に
伍
し
て

そ
の
作
者
と
な
っ
て
ゐ
る
。
六
條
振
の
人
で
は
あ
ら
が
、

和
歌
所
の
寄
人
の
人
選
の
上
か
ら
見
た
ミ
こ
ろ
で
は
、
俊
成
系
で
和
歌
所
を
隈
斯
し
た
や
う
に
も
見
え

九
條
家
に
親
近
し
、

俊
成
系
に
も
親

し
み
を
も
つ
て
ゐ
た
や
う
で
、

文

學

研

究

第

五

輯

季
続
な
さ

の
純
梓
六
條
家
の
人
た
ち
と
は
少
し
趣
を
巽
に
し
て
ゐ

五
〇
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梨
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叩
業

政
治
的
に
は
無
能
の
地
位
に
晋
か
れ
て
ゐ
℃
も
、

， 五

そ
の
文
欅
的
方
暉
で
は
後
烏
吼
院
も
な
に
か
こ
彼
を
お
話
相
手
に
あ
そ
ば
さ
れ
、
殊
に

て
ゐ
た
の
を
其
の
歌
セ
愛
せ
ら
れ
る
あ
ま
り
、
再
ぴ
仕
し
出
さ
れ
て
上
皇
に
常
侍
し
、

．
ふ
。
藤
原
秀
能．

仝
じ
く
隆
信
な
ざ

も
言
ふ
ま
で
も
な
く
院
側
近
の
数
寄
者
で
あ
る
。
定
家
、
家
隆
な
さ
は
ま
た
正
治
院
初
度
百
首
歌
以

後
、
院
御
所
へ
の
昇
殿
を
ゆ
る
さ
れ
た
人
々

で
あ
る
。
有
家
は
正
治
の
百
首
歌
に
は
な
ほ
作
者
の
中
に
加
へ
ら
れ
て
を
ら
ぬ
が
、
建
仁
元

年
一
二
月
の
水
無
瀬
殿
影
供
歌
合
や
二
條
殿
新
宮
樅
歌
合
に
は
作
者
の
一
人
さ
し
て
活
躍
し
て
ゐ
る
。
通
親
は
、
後
鳥
竹
院
の
御
乳
母
藤
原

範
子
と
通
じ
て
こ
れ
を
妻
ご
し、

そ
の
勢
力
を
利
用
し
て
其
の
女
在
チ
を
納
れ
て
中
宮ー
こ
し
土
御
門
の
外
戚
さ
な

つ
て
威
を
振
つ
て
ゐ

た

椛
門
で
あ
る
。
後
烏
竹
院

f

こ
は
特
別
な
御
闊
係
に
あ
っ
た
の
で
、
院
も
屈
々
辿
親
邸
に
御
幸
あ
り
、
時
に
は
御
逗
留
あ
そ
ば
す
こ
ー
こ
な
さ

も
あ
っ
た

ほ
さ
だ
か
ら

、

歌
に
も
典
味
を
も
つ

て
ゐ
る
彼
が
此
の
寄
人
の

一
人
に
な
る
こ

さ
は
営
然
の
こ
•
こ
で
あ
ら
う

。
通
具
は
父
の
威

光
で
寄
人
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
彼
も
早
く
か
ら
院
司
さ
な
つ
て
、
院
御
所
に
奉
仕
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
良
経
の
方
は
、
建
久
七

年
十
一
月
に
通
親
の
陰
謀
に
よ

っ
て
、
父
兼
質
が
失
脚
し
て
政
界
：
盆
臨
退
す
る
の
止
む
な
き
に
至
る
に
及
ん
で
、
彼
も
ま
た
謹
恨
閉
門
し

て
出
仕
を
控
へ

て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
正
治
元
年
六
月
の
任
大
臣
節
會
に
通
親
が
自
己
の
非
望
を
逹
す
る
た
め
に
良
続
を
左
大
臣
に
昇
任

さ
せ
た
の
で
、
彼
は
而
治
二
年
二
月
十
八
日
五
年
ぷ
り
で
参
院
し
て
上
皇
に
拝
謁
し
た
。
そ
の
後
と
雖
も
彼
の
政
治
的
勢
力
は
徹
々
た
る

も
の
で
、
樅
務
は
す
べ

て
通
親
の
方
寸
か
ら
出
て
を
り
、
通
親
の
諏
砂
後
は
後
烏
竹
院
御
親
政
と
は
言
ひ
條
、
な
ほ
卿
二
位
藤
原
兼
子
が
居

つ
て
叡
廊
を
左
右
し
奉
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し、

後
京
極
描
政
記
な
さ
を
見
て
も
分
る
や
う
に
彼
は
公
卿
仲
間
で
は
す
ぐ
れ
た
屎
者
で

あ
つ
て
、
自
ら
の
家
に
隈
々
詩
歌
會
を
開
き
嵌
詩
に
も
深
い
造
詣
が
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
し
、
和
歌
の
オ
も
ま
た
秀
で
て
ゐ
る
。
さ
れ
ば

此
の
正
治
二
年
の
出
仕
以
来
は
そ
の
方
で
の
彼
の
御
信
任
は
日
毎
に
増
し
て
行
っ
た
も
の
の

や
う
で
あ
る
。
慈
回
ミ
俊
成
ミ
は
寄
人
の
う

（
七
三
一
）

播
磨
の
國
明
石
の
附
近
に
領
所
を
給

う
た
ミ
い



り
、
家
長
日
記
に
は
、
元
久
元
年
十
月
十
九
日
上
皇
の
更
衣
尾
張
が
卒
去
し
た
時
に
上
皇
か
ら
慈
邸
に
贈
り
た
ま
う
た
御
製
が
あ
り
慈
闘

が
そ
れ
に
お
和
へ
し
て
慰
め
申
し
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
御
刷
係
は
相
諧
親
し
か

っ
た
も
の
ミ
思
ふ
。
俊
成
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
上
皇

の
私
淑
し
た
ま
ふ
歌
界
の
長
老
で
あ
り
、
正
治
以
後
、
盛
ん
に
歌
合
の
刊
利
を
命
じ
給
う
て
ゐ
る
ー
こ
こ
ろ
か
ら
員
に
列
ね
ら
れ
た
の
で
あ

ら
う
さ
思
ふ
。

（
七
三
二
）

慈
回
は
九
條
兼
質
の
弟
さ
し
て
又
天
台
座
主
ミ
し
て
上
皇
さ
は
御
而
謁
の
間
柄
で
あ

常
時
ミ
し
て
は
｀
こ
れ
に
選
ば
れ
た
人
々
だ
け
が
優
秀
な
歌
よ
み
で
な
く
、
椛
大
納
言
忠
良
な
さ
も
常
然
入
れ
ら
る
べ
き
人
で
あ
っ
た

が
、
入
つ
て
ゐ
な
い
の
を
見
る
こ
．
忠
良
の
母
は
頴
輔
の
女
で
あ

つ
て
、
六
條
家
系
統
の
歌
人
で
あ
っ
た
が
為
め
か
ミ
も
思
は
れ
る
の
で

あ
る
。

結
局
、
此
の
寄
人
の
人
選
は
、

後
烏
税
院
側
近
の
歌
人
の
中
か
ら
求
め
ら
れ
、

後
烏
税
院
側
近
の
歌
人
に
は
、
俊
成
の
御
子
左
家

系
の
歌
人
が
断
然
勢
力
を
占

め

て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
•
こ
に
な
る
の
で
あ
る
。

蘭
つ
て
｀
寄
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
新
古
令
集
撰
者
に
は
、
俊

成
系
の
歌
人
が
多
く
て
、
そ
れ
が
中
心
的
勢
力
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
ー
こ
に
な
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
、
さ
う
い
を
‘
)
こ
ろ
か
ら
、
此
の
俊
成
系
歌
人
が
後
鳥
笏
院
の
周
囮
に
渠
ま
つ
て
大
ぎ
な
勢
カ
ミ
な

る
に
至
っ
た
か
。
元
来
、

藤
原
兼
買
は
六
條
家
の
藤
原
術
輔
に
歌
を
根
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
箭
輔
の
斃
後
、
俊
成
に
師
弟
の
證
を
執
っ
た
。
俊
成
が
常
代
歌
界

の
長
老
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
爾
来
｀
俊
成
の
一
門
は
九
條
家
の
庇
護
の
も
こ
に
あ
っ
た
。
俊
成
の
子
の
成
家
も
定
家
も
共
に
九
條
家
の

家
司
に
な
つ
て
ゐ
た
。
殊
に
定
家
は
父
＇
笠
謳
ぐ
歌
オ
を
も
つ
て
ゐ
た
の
で

、
建
久
の
初
め
か
ら
良
経
の
引
汲
す
る
ミ
こ
ろ
さ
な
っ
た
。

．
れ
に
釘
し
て
、
浙
輔
の
弟
で
あ
る
季
続
と
か
顕
昭
ミ
か
い
ふ
六
條
家
の
人
々
は
源
通
親
の
家
司
こ
な
つ

て
そ
の
保
護
を
う
け
て
ゐ
た
。
兼

質
が
政
治
的
に
失
脚
し
通
親
が
勢
力
を
得
る
｀
、
）
、
此
れ
等
六
條
家
の
人
々
は
通
親
の
力
を
侍
ん
で
俊
成
一
門
を
應
迫
し
よ
う
ミ
す
る
勢
ひ

ち
で
は
一
寸
毛
色
を
拠
に
す
る
も
の
で
あ
る
が、

文

學

研

究
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五
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新
古
今
和
歌
集
の
揺
染
態
度
さ
捩
梨
事
業

然
た
る
歌
壇
的
勢
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

互

を
示
し
た
。
正
治
二
年
の
晩
春
の
事
で
あ
っ
て
が
、

皇
太
后
宮
か
ら
良
経
を
通
じ
て
定
家
に
歌
合
の
歌
を
召
さ
れ
た
ミ
こ
ろ
、
定
家
は
季

経

一
祇
の
判
者
た
る
歌
合
に
は
歌
を
出
せ
な
い
『
こ
い
ふ
意
味
の
瑕
名
状
を
良
経
に
出
し
、

を

そ

の

事
が
季
経
の
耳
に
人
つ
て
季
親
が
非
常
に
立
腹
し
た
ミ
い
ふ
事
が
あ
っ
た
。
そ
の
の
ち
間
も
な
く
例
の
院
の
初
度
百
首
歌
の
作

者
を
選
ば
れ
る
に
常
つ
て
季
経
が
此
の
私
怨
，
名
限
に
も
ち
、
通
親
を
し
て
定
家
等
を
作
秤
に
加
へ
な
い
や
う
に
取
計
は
し
め
た
ミ
い
ふ
こ

（
季
経
は
そ
の
頃
、
良
胚
第
の
歌
會
に
も
出
席
し
て
ゐ

と
が
明
月
記
に
出
て
ゐ
る
。
正
治
の
院
百
首
歌
は
通
親
が
萬
端
の
指
刷
を
し
て
ゐ
た
も
の
ミ
見
え
る
。
定
家
等
を
作
者
に
入
れ
よ
う
と
す

る
蓮
動
が
可
な
り
猪
烈
に
行
は
れ
て
を
り
、
俊
成
も
何
度
か
通
親
に
向
つ
て
そ
の
事
ーで
掛
合
っ
た
が
、
通
親
が
頑
ミ
し
て
こ
れ
を
拒
ん
で

ゐ
る
か
ら
、
こ
の
事
件
は
躍
な
る
私
怨
だ
け
の
事
で
は
な
く
、

歌
培
二
派
の
勢
力
上
の
学
ひ
や
．
更
に
九
條
家
『
ミ
辿
親
派
と
の
政
治
的
勢

力
季
ひ
な
さ
が
俯
宜
的
に
か
ら
み
あ
っ
た
結
果
の
出
来
事
だ
ら
う
ミ
思
ふ
。
俊
成
は
終
に
非
常
手
段
を
ご
つ
て
上
皇
へ
直
接
に
有
名
な
瑕

名
奏
状
を
上
っ
た
。
そ
の
結
果
、
上
皇
の
徴
慇
に
よ
っ
て
定
家
、
家
隆
、
隆
房
の
三
人
が
作
者
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
。
俊
成
に
は
な
ほ
陰

疋
治
の
此
の
百
首
歌
の
事
業
は
後
烏
材
院
の
御
作
歌
生
活
に
ミ
つ
て
―
つ
の
エ
ボ
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
共
に
，
常
時
の
歌
培
に
も
―
つ
の

工
ポ
ッ
ク

を
削
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
烏
材
院
は
此
の
百
首
歌

e、
定
家
、
家
隆
の
歌
オ
を
塙
認
め
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
俊
成
の

歌
に
御
私
淑
あ
そ
ば
さ
れ
た
。
而
も
こ
れ
を
機
會
に
上
皇
の
和
歌
に
肘
す
る
御
熱
俯
が
昂
ま
つ
て
来
て
、
歌
合
や
捩
歌
合
は
勿
論
、
賞
座

歌
會
が
頻
繁
に
佃
さ
れ
、
上
述
の
歌
人
た
ち
を
そ
れ
に
召
し
つ
ミ
ヘ
ら
れ
た
。
即
ち
、
俊
成
系
歌
人
は
此
の
正
治
百
首
を
機
緑
ミ
し
て
進

出
す
る
こ
ミ
に
な
り
、
従
来
か
ら
院
の
御
側
に
侍
つ
て
ゐ
た
寂
運
ゃ
雅
紐
な
さ
も
加
は
つ
て
、
こ
、
に
一

大
勢
力
を
つ
く
り
出
し
た
の
で

あ
る
。
後
烏
吼
院
は
ま
た
前
に
述
べ
た
如
く
、
六
條
派
の
歌
人
よ
り
も
俊
成
派
の
歌
人
の
匹
力
を
お
認
め
に
な
っ
た
。
乃
ち
、
後
烏
利
院

（
七
三
三
）



の
御
庇
訛
ミ
良
経
の
支
持
と

に
よ

つ
て
此
の
勢
力
は
新
興
和
歌
の
中
心
的
勢
ル
ミ
な
り
、
後
烏
竹
院
の
御
周
闊
に
集
ま
る
新
進
歌
人
逹
に

働
き
か
け
て
行
っ
た
。
具
親
も
秀
能
も
宮
内
卿
も
み
な
そ
の
影
榔
下
に
あ

っ
た
人
々
で
あ
る
。
建
仁
元
年
の
千
五
百
番
歌
合
は
、
彼
等
に

よ
つ
て
醸
し
出
さ
れ
た
新
時
代
風
潮
の
決
定
的
勝
利
を
示
す
も
の
で
あ

5
。
新
古
今
的
な
氣
述
が
こ
こ
に
肋
し
て
来
た
。
和
歌
所
開
始
が

宜
下
さ
れ
た
の
も
豫
明
せ
ら
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。

和
歌
所
設
附
は
、
全
く
後
鳥
竹
院
の
徴
應
に
出
つ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
以
て
新
古
今
集
捩
定
の
前
提
だ
ミ
見
る
説
は
正
し
い
。

し
か
し
、
新
古
今
集
捩
定
の
事
業
セ
論
ず
る
も
の
は
先
づ
正
治
二
年
の
院
百
首
歌
の

こ
こ
か
ら
説
ぎ
起
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
新
古
今
撰
定
の

事
業
を
生
む
べ
き
氣
述
は
此
の
正
治
百
首
に
そ
の
端
を
疲
す
る
こ
＿
f

-

前
述
の
如
く
だ
か
ら
で
あ
る
。
家
長
日
記
に
は
、

男
に
も
女
房
に
も
か
く
若
ぎ
歌
よ
み
お
ほ
く

つ
さ
ひ
て
、

敗
の
ほ
さ
職
事
緋
官
ま
ゐ
こ
し
て
萬
機
の
政
き
も
な
め
れ
ば
、
夜
は
御
歌

ば
、

よ
き
あ
し
き
多
く
つ
も
れ
る
歌
さ
も
、
ま
た
古
き
歌
も
北
日
の
人
お
の
づ
か
ら
見
及
ば
さ
る
も
あ
る
べ

し
．。

か
れ
こ
れ
を
心
の
及

ば
む
か
ぎ
り
も
ミ
め
集
め
て
奉
る
べ
き
よ
し
六
人
に
お
ほ
す
。

ミ
あ
る
。

千
五
百
番
歌
合
は
、
い
は
ば
｀
和
歌
所
設
平
叫
並
び
に
推
集
事
業
へ

の
前
飛
氣
づ
け
の
や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
合
の
曾
が
阿
際

に
佃
さ
れ
た
も
の
か
さ
う
か
に
就
い
て
は
、
わ
た
く
し
は
疑
間
を
有
つ
て
ゐ
る
。
明
月
記
に
よ
れ
ば
、
此
の
建
仁
元
年
六
月
六
日
に
源
家

長
を
し
て
仰
が
下
さ
れ
て
ゐ
｀
六
月
十
一
日
に
定
家
が
詠
進
し
、
十
六
日
に
院
の
御
製
を
拝
見
し
て
ゐ
る
こ
ー
こ
な
さ
の
記
事
が
あ
る
が
、

歌
合
の
行
は
れ
た
記
事
が
な
い
。
六
月
二
十
―
―
一
日
に
な
ほ
百
酋
詠
進
の
事
が
見
え
る
勘
か
ら
考
へ
る
こ

、
此
の
日
頃
ま
で
に
は
歌
合
が
行

合
利
歌
會
夜
ご
一
こ
に
侍
る
。

こ
A

か
し
こ
の
認
れ
に
う
ち
ぞ
め
き
っ

＼
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お
の
が
じ
し
案
じ
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か
や
う
に
常
の
こ
こ
な
れ
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新
古
今
和
歌
染
の
揺
渠
態
度
さ
撰
染
事
業

五
五

は
れ
て
を
ら
ぬ
。
三
千
首
の
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
に
適
酋
に
臨
理
す
る
こ
さ
は
容
易
な
こ
ー
こ
で
は
な
い
。
而
も
、

に
は
、
和
歌
所
を
開
く
た
め
の
奉
書
が
下
つ
て
、
院
も
歌
人
も
そ
の
方
に
専
念
し
は
じ
め
て
ゐ
る
。
思
ふ
に
、
恐
ら
く
質
際
上
の
あ
つ
ま

り
は
な
く
て、

各
作
者
上
進
の
歌
を
長
房
な
さ
が
奉
行
し
て
、
照
理
し、

左
右
を
適
裳
に
番
は
せ
て
、
さ
て
そ
の
出
来
あ
が
つ
た
咎
を
各

判
者
の
も
ご
へ

送

つ
て
判
を
も
さ
め
た
、
紙
上
に
け
の
歌
合
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

却
説
、
和
歌
所
が
設
罹
さ
れ
る
と
直
ぐ
揺
集
の
沙
汰
が
あ
る
べ
き
だ
っ
た
ミ
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
上
皇
の
熊
野
御
幸
の
事
な
さ
が
あ
っ

て
，
十
一
月
ま
で
延
ぴ
延
び
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う。

遠
御
せ
ら
れ
る
ミ
直
ぐ
和
歌
姻
進
の
放
命
が
あ

っ
た
。
試
み
に
撰
渠
刷
係
の
人
の

年
齢
を
あ
げ
て
み
る

と、

建
仁
元
年
に
は
、
定
家
四
十
歳
、
家
隆
四
十
四
歳
、
有
家
四
十
七
歳
、
良
彗

一
十
四
歳
｀
雅
経
三
十
二
歳
、
辿

二
、
撰
集
の
過
程
と
撰
集
方
針

新
古
今
の
撰
渠
事
業
は
四
期
に
分
た
れ
る
。
第
一
期
は
採
者
の
選
歌
時
代、

第
二
期
は
上
皇
の
放
選
時
代
、
第
三
期
は
部
類
時
代
、
第

建
仁
元
年
十

一
月
三
日
以
後
、
建
仁
三
年
四
月
二
十
日
前
後
ま
で

の

一
年
有
半
は
、
各
捩
者
が
各
々
別
々
に
上
古
以
来
賞
代
に
至
る
敷

多
の
歌
の
中
か
ら
自
ら
優
秀
-ヽ
ら
信
す
る
歌
を
選
び
出
す
事
に
従
事
し
て

ゐ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
明
月
記
を
見
る
さ
、

定
家
な
さ
は
院
分
そ

の
た
め
に
努
力
し
て
ゐ
る

や
う
で
あ
る
。
選
歌
の
た
め
に
眼
念
皿
ら
し
た
こ
さ
も
あ
っ
た
。
選
歌
の
公
正
を
ね
が
ふ
駕
め
に
北
野
天
神
に

祈
息
こ
め
た
こ
さ
も
あ
っ
た
。
日
記
に
あ
ら
は
れ
た
限
り
に
於
て
は
彼
の
態
度
は
熱
心
で
厳
櫛
だ
っ
た
。
他
の
採
者
も
そ
れ
ぞ
れ
同
様

四
期
は
切
盟
の
時
代
で
あ
る
。

具
三
十
一

歳
．
後
鳥
材
院
二
十
二
歳
で
あ
っ
た。

（
七
三
五
）

一
ヶ
月
の
ち
の
七
月
廿
六
日



ま
た
自
分
の
歌
の
入
選
を
神
佛
に
祈
願

す
る
歌
人
が
あ
る
ば
か
り
で
な

く
，
中
に
は
捩
者
の
ミ
こ
ろ
へ
直
接
押
し
か
け
て
行
っ
て
入
選
述
動
を
す
る
も
の
も
紗
く
な
か
っ
た
ゃ
う
だ
。

家
長
日
記
は
さ
う
い
ふ
事

質
を
美
し
い
筆
致
で
物
語
っ
て
ゐ
る
。
但
し
撰
者
逹
は
さ
う
い
ふ
蓮
動
に
さ
れ
だ
け
動
か
さ
れ
た
か
、
今
日
で
は
知
ら
手
蔓
が
な
い
。

撰
者
の
選
歌
の
資
料
ミ
し
た
家
渠
．
百
首
歌
、
歌
合
類
に
は
｀
そ
れ
ぞ
れ
に
幾
分
か
つ
こ
相
異
す
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
、
し
か

し
、
蒟
築
第
、
古
今
和
歌
六
帖
、
一

1

一
十
六
人
家
集
な
さ
は
、
み
ん
な
が
共
通
＿
此
利
用
し
た
有
力
な
資
料
で
あ
っ
た
ら
う
。
定
家
の
明
月
記

「
六
帖
又
雖
非
如
勅
撰
、
於
和
歌
不
軽

々
者
也
」
さ
和
歌
六
帖
の

事
を
述
べ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
れ
に

よ
っ
て
巫品
時
の
人
々
の
考
へ
が
さ
う
い
ふ
も
の
で
あ
っ
た
か
ゞ

分
る
で
あ
ら
う
。
部
薬
以
外
に
、
一
二
十
六
人
家
集
や
和
歌
六
帖
か
ら
採
録

し
た
ミ
思
は
れ
る
歌
が
現
存
新
古
今
集
中
に
も
相
常
に
多
い
の
で
あ
る
。

新
古
今
集
序
文
に
は
、
古
今
集
以
下
七
代
集
に
出
て
ゐ
る
歌
は
採
録
し
な
い
方
針
だ
ミ
言
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
恐
ら
く
、
七
代
渠
に
は
材

「
昔
今
時
を
わ
か
た
ず
、
た
か
き
い

や
し
き
人
を
含
ら
は
ず
、
目
に
見
え
ぬ
紳

ほ
ミ
け
の
こ
ー
こ
の
薬
も、

鳥
竹
至
の
夢
に
つ
た
へ
た
る
こ
ミ
ま
で
｀
ひ
ろ
く
も
こ
め
喘
く
あ
つ
め
し
む
」
ミ
あ
る
か
ら
｀
選
歌
の
料
を
ば

出
来
る
だ
け
廣
く
多
く
集
の
そ
を
渉
猟
し
て
、
そ
の
う
ち
か
ら
出
来
る
だ
け
す
ぐ
れ
た
も
の
を
選
び
出
さ
う
一
こ
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

一
人
に
つ
き
、
さ
れ
位
の
歌
敷
だ
っ
た
の
か
は
、
現
存
の
史
料
で
は
分
ら
な
い
。
選
吹
は
揺
者

各
個
別
に
こ
れ
を
上
進
し
た
。
建
仁
一

1

一
年
三
月
七
日
に
上
皇
の
熊
野
詣
の
間
に
猜
苦
し
て
お
き
、
遠
御
あ
る
さ
直
ぐ
進
上
す
る
や
う
に
ご

い
ふ
逹
し
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
暫
く
は
撰
者
逹
は
特
に
忙
し
い
日
を
送
つ
て
ゐ
る
や
う
だ
。
四
月
十

一
日
に
家
長
か
ら
二
十
日
ま

で
に
選
歌
を
上
進
す
べ
し
ミ
通
逹
し
て
ゐ
る
。
源
通
具
は
十
九
日
、

定
家
は
二
十
日
に
夫
々
上
進
し
て
ゐ
る
か
ら
、
先
輩
の
説
の
如
く
四

か
や
う
に
し
て
選
び
出
さ
れ
た
歌
は
、

料
を
求
め
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
ま
た
同
じ
序
文
に
は
、

の
建
久
九
年
三
月
廿
五
日
の
條
に、

な
努
力
を
綬
け
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

文

學

研

究

此
の
聞
に
は
、

第

五

輯

五
六

（
七
三
六
）



新
古
今
和
歌
集
の
掘
染
態
度
さ
横
梨
事
業

月
二
十
日
前
後
に

は
各
選
歌
が
出
揃
っ
た
も
の

f

こ
考

へ
て
よ
ろ
し
い
。
捩
者
六
人
の
う
ち
。

寂
蓮
は
早
く
卒
去
し
て
ゐ
る
の
で
此
の
数
に

選
歌
上
進
後
、

五
七

一
年
餘
を
経
て
元
久
元
年
七
月
廿
二
日
に
部
類
の
た
め
各
撰
者
を
和
歌
所
に
召
集
せ
ら
れ
た
。

此
の
一
年
餘
日
の
間
に

上
皇
は
御
射
ら
各
捏
者
進
上
の
選
歌
に
勅
貼
を
あ
そ
ば
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
上
皇
は
此
の
年
の

六
月
二
十
一
日
か
ら
七
月
初
旬
に
か

け
て

御
ぷ
豫
に
わ
た
ら
せ
ら
れ
、
そ
の
御
快
氣
に
赴
か
せ
ら
れ
を
こ
共
に
部
類

の
救
命
が
下
つ
た
の
で
あ
る

か
ら
、

質
際
に
御
軟
眈
を
終
ら
せ

ら
れ
た
の
は
六
月
中
旬
以
前
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
御
救
幽
に
つ

い
て
は
．
質
に
御
熱
心
に
渡
ら
せ
ら
れ
た
。

す
べ
て
此
の
歌
ゑ

ら
せ
給
へ
る
さ
ま
、
ま
こ
と

に
毛
-で
吹
ぎ
疵
を
求
め
ら
る
。
五
人
撰
者
を
の
を
の
撰
じ
あ
げ
て
後
．
こ

-
l

)

i
.

）一こし

く
御
究
じ

と
を
し
て
そ
の
中
に
さ
も
あ

る
を
御
勘
有
て
左
近
将
臨
薔
範
か
き
い
だ
し
1
の
ち
｀
そ
れ
を
ま
た
御
究
じ
て

一1

一
度
ま
で
害

き
い
だ
さ
る
。

ま
こ
-
I

こ
に
人
が
ら
の
く
だ
り
か

し
こ
く
お
ろ
か
な
る
に
よ
ら
ず
、
た
ゞ
歌
の
て

い
を
さ
ぎ
ミ
し
て
中

々
か
ず
な
ら
ぬ

か
た
山
寺
の
法
師
ば
ら
な
さ
ま
で
此
逍
に
た
く
み
な
る
は、

お
の
づ
か
ら
も
れ
ざ
・C

も
侍
る
べ
し
。

よ
ぺ

る
を
、
そ
こ
ら
御
党
し
あ
へ

さ
せ
給

へ
れ
ば
皆
此
歌ーこ
も
＇ゲ御

心
の
う
ち
に
う
か
べ

さ
せ
給

へ
る
ぞ
、
さ
も
有
が
た
き
ま
で
お

ぼ
ぇ
さ
へ
給
へ
る
。
さ
れ
き
、
ま
さ
し
う
さ
ほ
さ
さ

は
お
も
ひ
ま
ゐ
ら
せ
さ
り
し
に
、
心
み
よ
ミ
仰
せ
ら
れ
て
、
部
類
し
た
る
を
二

一二
句
取
出
さ
れ
て
、
上
を
よ
め
下
を
ば
皆
仰
せ
ら
れ
ん
ミ

て

一
巻
を
ひ
き
か
へ

し
て
上
を
よ
み
あ
ぐ
れ
ば
、
下
は
こ
ミ
ご
さ
く

に
く

か
ら
す
、
こ
れ

は
こ
ミ
わ
り
な
る
か
た
も
侍
る
、
た
｀ゞ
か
り
に
二
三
度
御
ら
ん
じ
た
る
事
だ
に

つ
ゆ
忘
れ
給
は
す
、
ま
し
て
度
々
さ

う
せ
給
ふ
ご
て

よ
し
あ
し
を
思
食
分
け
て
い
つ
れ
か
御
心
の

そ
こ
に

こ
ゞ
ま
ら
ざ
る
べ
ぎ
。
昔
も
た
め
し
な
き
揺
首

（
保
／
ア
ヤ
マ

リ

カ）

に
侍
れ
ば
（
家
長
R
記）

は
入
っ
て
ゐ
な
い。

（七
三
七
）

（
中
略
）
す
べ
て
二
千
首

に
お



の
思
想
風
潮
の
上
か
ら
注
目
す
べ
ぎ
幽
で
あ
る
。

か
や
う
に
し
て
上
皇
の
御
手
に
選
ぴ
残
さ
れ
た
歌
が
再
び
撰
者
の
手
に
廻
さ
れ
て
、
こ
A

に
部
類
さ
い
ふ
こ
さ
が
始
め
ら
れ
た
。
御
勅

期
は
各
撰
者
の
上
進
し
た
の
を
碧
き
改
め
賂
理
す
る
こ
ミ
な
く
し
て
、
そ
の
ま
：
に
逃
ば
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同

一
の
歌
が
数
人
の
撰

者
に
よ
つ
て
選
ば
れ
て
ゐ
る
や
う
な
ミ
き
御
勅
選
の
中
に
も
歌
の
重
餃
が
あ

っ
た
で
あ
ら
う
。
部
類
は
．
さ
う
い
ふ
重
設
の
も
の
を
照
理

し
、
四
季
そ
の
他
の
部
立
に
従
つ
て
歌
を
分
類
し
配
列
の
順
序
を
定
め
、
作
者
名
や
隠
詞
の
記
入
の
仕
方
を
統
一

し、

以
て
一

巻
の
梱
裁

を
照
へ
る
事
務
で
あ
る
。

部
立
の
方
針
は
先
づ
古
今
集
に
倣
つ
て
巻
を
二
十
に
別
っ
た
が
、
そ
の
範
を
七
代
集
中
で
も
千
載
集
の
分
類
に
こ
り
、
そ
の
配
列
の
順

序
は
前
牛
が
大
悔
、
後
拾
逍
に
、
後
半
が
大
略
、
千
載
集
に
従
つ
て
ゐ

る
が
、
秤
敬
部
を
神
祇
部
よ
り
後
に
お
い
た
こ
ミ
は
、
神
祇
尊
重

源
家
長
が
例
に
よ
つ
て
事
務
の
進
行
係
で
｀
五
人
の

捩
者
が
こ
れ
に
従
事
し
た
。
し
か
し
、
五
人
だ
け
で
は
手
不
足
だ
っ
た
さ
見
え
、

中
途
か
ら
源
具
親
ご
藤
原
秀
能
さ
が
手
偲
つ
て
ゐ
る
。
宮
内
少
輔
平
宗
宕
や
以
親
な
さ
い
ふ
人
た
ち
が
書
記
の
事
務
に
従
っ
た
。

七
月
廿
七
日
に
春
上
下
を
終
り
、
廿
八
日
に
夏
部
マ
＄
終

へ
た
。
そ
の
；
り
は
、
迎
々
こ
し
て
事
が
蓮
ば
な
か
っ
た
ゃ
う
で
、
八
月
廿
ニ

日
明
月
記
に
よ
れ
ば
、

家
長
等
ミ
定
家
と
の
間
に
は
紙
に
確
執
が
生
じ
て
ゐ
る
。
同
じ
く
九
月
二
十
四
日
の
記
事
に
は
定
家
は
和
歌
所
の

空
氣
が
不
愉
快
だ
か
ら
、
九
月
に
入
っ
て
か
ら
す
つ
ミ
訣
席
し
て
ゐ
る
．こ言
っ
て
ゐ
る
。
此
の
人
は
、
さ
う
も
自
貧
心
が
強
く
而
も
神
経

残
過
ぎ
た
や
う
だ
。
十
一
月
九
日
に
は
、
は
じ
め
て
部
類
歌
に
御
製
を
切
入
れ
る
と
い
ふ
記
事
が
見
え
る
。

る
」 ミ

い
ふ
の
が
、

そ
の
御
様
子
を
よ
く
物
語

っ
て
を
る
。

（
家
長
日
記
）
ミ
言
は
れ
る
ほ
さ
恥
事
を
御
放
掘
遊
ば
し
て
の
御
怠
氣
込
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
。

文

學

研

究

第

五

「
蒻
機
ま
つ
り
ご
ー
‘
)
も
さ
し
お
か
れ
て
、

五
八

大
事
ーこ

は
此
の
歌
の
さ
た
の
み
ぞ
侍

（七
三
八
）



新
古
今
和
歌
集
の
掘
染
態
度
さ
掘
集
事
業

五
九

部
類
に
於
て
最
も
而
倒
だ
っ
た
の
は
、
雑
部
と
神
祇
部

9

こ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
元
久
二
年
二
月
廿
二
日
に
は
態
の
部
及
ぴ
繹
敬
部
の
部

類
を
終
っ
た
が
、
此
の
時
、

雑
部
は
数
が
多
い
か
ら
多
人
敷
で
一

限
に
片
附
け
ょ
う
ミ
い
ふ
の
で
後
日
に
廻
し
て
、
次
い
で
帥
祇
部
に
取

り
か
；
つ
て
を
る
。
紳
祇
歌
で
厄
介
な
の
は
、
帥
歌
の
順
序
を
如
何
に
す
る
か
の
獣
で
あ
っ
た
。
藤
原
定
家
が
神
祇
歌
を
選
進
し
な
か
つ

た
ゃ
う
に
説
く
説
が
一
部
に
あ
る
が
｀
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
°
兒
山
信
一
氏
も
述
べ
て
ゐ
る
や
う
に
、
あ
れ
は
帥
祇
歌
の
部
類
に
た
づ
さ

定
家
の
選
進
歌
に
は
神
祇
歌
は
勿
論

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

帥
歌
の
順
序
は
院
か
ら
の
御
差
闘
が
あ
っ

ミ
、
撰
進
者
の
粗
漏
か
ら
詞
瞥
な
さ
に
誤
り
が
あ
っ
た
り
し
た
の
と
で
、
照
理
が
関
分
厄
介
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
定
家
は
中
心
ミ

な
つ
て
此
の
部
4

笠
照
理
し
た
の
で
あ
る
が
、

愚
痴
を
こ
ぽ
し
な
が
ら
、
切
出
し
た
り
撒
直
し
た
り
、

数
日
を
こ
れ
に
脱
し
て
ゐ
る
。

明
月
記
セ
見
る
さ
、
二
月
末
に
は
略
大
憫
の
部
類
が
出
来
上
っ
た
ら
し
い

，
あ
と
は
，
も
一

度
見
直
し
て
校
正
を
加
へ
る
こ
さ
に
あ
っ

た
。
や
が
て
、
三
月
二
日
の
明
月
記
に
は
次
の
や
う
な
記
事
が
あ
る
。

巻
之
始
大
略
以
故
八
置
之
、

始
い
以
女
歌
個
態
二
始
、
以
予
歌
為
態
第
五
始
、
依
鈴
身
事
、
態
可
入
末
也
、
此
仰
尤
為
而
目
。

又
戦
直
之
．

こ
れ
は
新
古
今
部
類
に
あ
た
つ
て
の
―
つ
の
直
大
な
方
針
を
示
す
も
の
で
、
成
る
べ
く
営
代
歌
人
の
歌
を
も
つ
て

各
巻
頭
に
お
く
さ
い

ふ
こ
さ
を
原
則
に
し
よ
う
と
せ
ら
れ
る
叙
應
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
。

綽
し
て
新
古
今
の
部
類
照
理
に
あ
た
つ
て
は
、

第

一
に
古
今
以
下
七
代
集
の
歌
は
戚
せ
な
い
と
い
ふ
こ
こ
、
第
二
に
今
あ
げ
た
｀
現
代

歌
人
の
歌
を
重
ん
じ
て
歌
の
順
序
配
列
を
定
め
る

ミ
い
ふ
こ
ミ
、

第一
―一に、

そ
の
部
類
の
結
果
か
ら
見
る
．
こ
先
例
に
倣
つ
て
四
季
ミ
怨
と

て
、
そ
の
歌
の
内
容
に
よ
っ
て
、

不
可
然
‘

以
定
家
家
隆
押
小
路
女
房
等
三
人
各
可
立
一

巻
之
始
者
、

（
七
三
九
）

以
家
隆
鈴
秋
下
部

新
古
今
の
部
立
の
順
に
従
ひ
、

四
季
以
下
の
順
に
配
列
す
る
ゃ
う
に
し
た
。

雑
部
は
．

は
ら
な
か
っ
た
ゞ
け
の
こ
さ
で
、

そ
の
多
い
の



（
七
四
0
)

に
特
に
ル
を
入
れ
て
ゐ
る
こ
こ
、
此
の
三
つ
い
方
針
が
目
立
つ
の
で
あ
る

J

そ
し
て
、
此
れ
等
の
大
綱
は
、
凡
べ
て
後
鳥
笏
院
の
彼
慇
に

出
て
ゐ
．0
ミ
考
へ
て
間
違
ひ
な
い
。
こ
ま
か
し
い
考
勘
の
ミ
こ
は
、
た
ミ
ヘ

ば
作
秤
名
が
間
違
つ
て
ゐ
た
り
、

題
詞
の
不
統
一
で
あ
っ

た

り
し
た
易
合
の
訂
JE
-f)
々
補
筆
ミ
か
は
撰
者
の
手
で

や
っ
た
の
で
あ
る
が
、
か

や
う
な
部
類
方
針
―
こ
か
、
ま
た
は
．
配
列
の
順
序
．
こ
か
、

或
は
相
似
た
歌
の
あ
っ
た
場
合
に
何
れ
を
採
り
何
れ
を
梨
つ
べ
き
か
こ

い
ふ
や
う
な
こ
ーこは

一
々
院
の
勅
裁
を
仰
い
だ
の
で
あ
る
。
此
OJ

事
は
般
に
い

っ
た
紳
歌
の
場
合
と
か
、
巻
頭
を
徴
代
歌
人
の
歌
ー
」
お
き
か

へ
た
場
合
さ
か
い

ふ
例
で
も
明
か
で
あ
る
が、

そ
の
後
切
撒
時

代
に
な
つ
て
、

承
元
冗
年
三
月
十
九
日
又
は
元
久
二
年
三
月
廿
八
日
の
明
月
記
の
記
事
に
，
相
似
た
歌
ゃ
他
の
勅
捩
熊
に
出
て
ゐ
る歌＇で

撰
者
が
痰
見
し
て

そ
の
臨
梱
―
し

つ
い
て
勅
裁
を
仰
い
で
．ゐ
る
こ
と
な
さ
も
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
建
久
元
年
六
月
十
九
日
の
明
月
記
に
時

代
と
か
作
者
な
さ
に
不
乖
が
あ
っ
て
外
記
に
問
ひ
既
し
て
訂
止
を
加
へ
て
ゐ
る
の
は
捩
者
が
尊
断
の
例
で
あ
る
。

部
類
は
元
久
二
年
―
―
一
月
四
日
ま
で
に
一
ミ
ほ
り
終
つ
て
五
日
に
目
録
セ
作
り
は
じ
め
六
日
の
申
刻
に
揺
歌
と
荒
目
録
ー
こ
を
上
皇
の
徴
究

・
ーに
そ
な

へ
た。

こ
こ
し
部
類
の
こ
さ

は
一
先
づ
終
功
し
た
の
で
あ
る
。

一
人
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
意
志
が
部
類
に
作
用
し
得
中
、
部
類
慌
裁
上
に

幾
多
の
不
備
が
あ
っ
た
。
定
家
は
「
人
数
多
而
遠
有
事
妨
」
と
歎
じ
て
ゐ
る
。
現
存
の
新
石
今
集
．
を
見
て
も
、
同
一
人
の
同
一
の
歌
が
二

は
、
そ
れ
が
も

つ
ミ
甚
し
か
っ
た
と
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

乃
ち
、

精
捩
を
期
す
る
た
め
の
切
縦
が
行
は
れ
る
必
炭
が
あ
っ

た
3

切

職
に
E

、
今
言
っ
た
憫
裁
上
の
照
頓
と
い
ふ
こ
ミ
の
他
に
、
内
客
た
る
歌
の
籾
選
ミ
い
ふ
意
味
も
含
ま
れ
て
ゐ
た
。
す
で
に
あ
る
歌
セ
漿

て
た
り
、
新
に
、
秀
歌
を
選
ん

で
集
に
人
れ
た
り
、
院
御
自
身
の
御
製
を
入
れ
た
り
せ
ら
れ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

ヶ
所
に
出
て
ゐ
た
り
、

同
一
人
の
官
位
が
所
を
奥
に
し
て
相
槌
し
て
ゐ
た
り
、

未
精
撰
の
部
分
が
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
部
類
に
従
事
し
た
人
が
多
人
敷
だ

っ
た
の
で
、

文

學

研

究

第

五
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新
古
今
和
歌
染
の
揺
梨
態
疫

(`
J

拇
染
事
業

六

切
樅
は
、
新
古
今
集
の
催
本
の
研
究
ミ
相
欄
刷
係
，
字
も
つ
て
ゐ

る
の

で
近
来
諸
躾
者
の
行
厨
い
た
研
究
が
あ
る
か
ら
今
更
ら
詳
述
す
る

切
細
に
つ
い
て
は
，

第
i

上
皇
の
叡
慮
に
出
た
る
も
の
、
第
二
藤
原
良
翻
の
要
求
に
よ
る
も
の
、

第
三
撰
者
の
意
見
に
よ

る
も
の
、
の

三
種
が
あ
る
。
採
者
の
意
見
に
よ
る
も
の
は
、
部
類
の
際
に
申
述
べ
た
や
う
に
、
主
と
し
て
集
い
憫
裁
に
剃
す
る
も
の
で
、
部
類
事
業
の

織
紹
延
長
に
屈
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
良
続
の
要
求
に
よ
る
も
の
は
、
明
月
記
冗
久
二
年
三
月
廿
四
日
並
に
元
久
二
年
四
月
十
五
日

の
記
事
に
出
て
ゐ

る
。
前
者
は
九
條
師
輔
の
歌
の

一
首
も
集
中
に
な
い
の
を
逍
憾
と
し
て

そ
の
人
躯
J

て
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
後
省
は
歌

の
取
捨
、
位
臨
ol
坪
皿
き
か
へ
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
元
久
二
年
八
月
二
日
に
は
上
皇
ー、こ
良
経
、
ぶ
が
合
謡
の
上
十
首
切
出
さ
れ
て
ゐ
る
。

良
続
や
捩
者
の
意
見
に
よ
る
も
の
は
、

上
皇
の
叡
慮
に
よ
る
切
織
は
大
部
分
歌，
て
の
も
の
：
取
捨
で
あ
る
が
、
た
ま
に
は
歌
の
順
序
の
喪
更
な
さ
も
あ
っ
た

ゃ
う
だ
。
切
出
さ

れ
た
歌
は
、

さ
う
澤
山
な
く
略
上
述
で
描
き
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
ミ
思
ふ
。
こ
れ
以
外
は
、
す
べ
て
、

院
の

お
設
み
か

へ
し
に
な
る
ミ
御
意
に
刀
口
さ
な
く
な
っ
た
歌
が
大
半
を
占
む
る
ミ
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
切
入
れ
ら
れ
た
歌
に
は
裳

次
々
に
製
作
せ
ら
れ
る
歌
の
な
か
か
ら
御
帝
心
に
召
↓
た
の
を
其
の
た
び
毎
．
に
采
に
加
へ
し
め
ら
れ
て
ゐ

だ

し
か
し
、

集
の
歌
の
総
数
は
、
院
か
最
初
の
御
勅
捩
の
と
き
の
歌
数
を
揉
準
さ
し
て

二
千
首
よ
り
超
え
る
こ．こ
を
欲
せ
ら
れ
な
か

つ

た
ら
し
く
、

新
た
に
切
入
れ
ら
れ
た
が
故
に
．
ま
に
今
ま
で
載
せ
ら
れ
て

ゐ
た
歌
を
切
出
さ
れ
る
こ
い
ふ
こ
ミ
も
行
は
れ
た
。
恙
し
、
か

ゃ
う
な
流
像
で
や
つ
て
ゆ
け
ば
，
切
織
と
い
ふ
こ
ミ
は
，
い

つ
終
功
す
る
．こ
い
ふ
こ

-f
)

な
く
果
て
し
い
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
る
。
定
家
が
悲

嗚
一
字
の
げ
た
の
も
無
理
は
な
い
ミ
思
ふ
。
切
栂
は
終
に
は
上
皇
の

一
稲
の
御
逍
架
の
や
う
に

さ
へ
な
っ

て
ゐ
た
や
う
に
拝
察
せ
ら
れ
・
Q
o

時
の

歌
人
の
新
作
歌
が
多
く
、

思
召
し
に
よ
る
切
出
切
入
で
あ
る
。

必
要
み
．認
め
な
い
。

G
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る
新
古
今
集
の
捉
集
精
神
の
あ
ら
は
れ
に
他
な
ら
ぬ
。

此
の
い
だ
さ
れ
る
人
々
の
な
げ
ぎ
あ
へ
る

さ
ま
．
き
く
も
つ
み
ふ
か
く
こ
そ
侍
れ
。

ミ
あ
る
。
さ
も
こ
そ
ミ
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

る
。
況
し
て
、
闘
岐
御
撰
抄
本
は
、
後
鳥
竹
院
の
此
の
切
樅
梢
神
の
贈
紹
で
あ
る
に
終
て
を
や
。

切
脳
時
代
ー
に
隣
ぢ
定
家
こ
有
家
ミ
が
中
心
と
な
つ
て
慟
い
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
六
條
家
ミ
一
條
家
ミ

を
代
表
し
て
ゐ
る
根
者
で
あ

る
こ
ミ
も
興
味
深
い
。
そ
の
頃
、
今
古
珠
董
集
の
捩
せ
ら
れ
た
時
に
も
此
の
二
人
が
た
づ
さ
は
つ
て
ゐ
る
。

新
古
今
集
に
は
異
名
序
ミ
骰
名
序
ミ
が
あ
る
。

こ
の
雨
序
の
あ
る
は
、
古
今
集
に
學
ぷ
の
で
あ
る
。
即
ち
、
古
今
集
，
を
そ
の
本
源
と
す

新
古
今
集
の
家
長
自
筆
本
奥
書
に
よ
れ
ば
、
元
久
元
年
に
そ
れ
ぞ
れ
勅
定
に
よ
っ
て
其
名
序
を
藤
原
親
経
が
瑕
名
序
を
藤
原
良
経
が
承

っ
た
。
翌
二
年
二
月
二
十
一
日
に
左
大
鉾
親
経
の
箕
名
序
が
奏
覚
せ
ら
れ
た
さ
明
月
記
に
見
え
る
。
恐
秘
抄
に
は
｀
良
経
が
此
の
其
名
序

欠
補
正
し
て
伏
毅
基
皇
徳
而
四
十
抵
年
、

異
域
自
雖
賊
幽
造
之
粛
史
焉
、
神
武
開
帝
功
而
八
十
二
代
常
朝
未
聰
徴
策
之
撰
集
英
｀
ミ
書
い

は
此
れ
く
ら
ゐ
の
こ
ミ
は
何
で
も
な
く
出
来
た
で
あ
ら
う
c

紹
本
閲
通

た
ミ
い
ふ
。
事
の
旗
疑
は
俄
に
断
定
出
来
な
い
が
、

良
続
ミ
し
て

鑑
に
は
、
良
経
の
暴
死
は
菅
原
為
長
が
新
古
今
虞
名
序
作
者
を
命
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
故
に
害
剌
し
た
の
だ
ミ
い
ふ
説
が
あ
る
ミ
記
し
て
ゐ

――l‘
序

文

に

就

い

て

元
久
二
年
の
三
月
末
か
ら
、

承
元
四
年
九
月
ま
で
、

家
長
日
記
に
は
、 文

學

研

究

第

五

輯

p
 

今
日
知
ら
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
も
切
濫
は
足
掛
け
六
年
の
長
年
月
に
わ
た
つ
て
ゐ

_._ 
Iヽ
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新
古
今
和
歌
集
の
撰
梨
態
度
さ
掘
染
平
菜

容
は
古
今
の
序
そ
の
ま
；
の
模
倣
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
雨
序
-
I
)

も
古
今
集
序
を
範
例
ー
‘L
し
て
、
措
僻
に
模
倣
の
あ
さ
を

-
l
)

ゞ
め
て
ゐ
る
こ
と
は
紙
に
古
紗
に
指
摘
し
て
ゐ
る
ミ
ほ
り

で
あ
る
。
し
か
し
、
此
の
序
文
に
は
、

E
曲
に
あ
げ
た
揺
集
の
二
大
方
針
を
述
べ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
す
、
撰
芥
の
た
て
ま
つ
れ
る
を
御
勅
撰

あ
そ
ば
し
た
こ
と
、
ま
た
捩
者
五
人
を
命
ぜ
ら
れ
た
る
は
古
今
後
撰
の
あ
ミ
を
學
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
ミ
、
な
さ
が
語
ら
れ
て
ゐ
て
、
内

殊
に
、
注
目
す
べ
き
は
、
上
皇
が
み
づ
か
ら
歌
を
選
ば
せ
た
ま
ひ
手
つ
か
ら
撰
定
に
従
事
あ
そ
ば
し
た
こ
ミ
は
我
が
國
で
は
未
曾
有
の

事
で
あ
る
こ
い
ふ
黙
を
強
調
し
て
ゐ
る
こ
ー
こ
で
あ
る
。
新
古
今
集
に
上
皇
の
叡
胞
が
最
高
意
志
ミ
し
て
逼
在
し
て
ゐ
る
ミ
い
ふ
こ
ミ
は
、

撰
集
過
程
を
述
べ
た
ミ
こ
ろ
で
既
に
明
か
で
あ
る
が
｀
こ
の
上
皇
親
捩
さ
い
ふ
こ
と
が
新
古
今
集
の
特
色
で
あ
り
誇
り
で
あ
る
さ
い
ふ
の

無
比
類
者
也
」
さ
感
心
し
て
ゐ
る
。

経
の
選
ば
れ
た
の
は
嘗
然
の
事
で
あ
っ
た
。

の一

族
で
あ
る
。
良
経
第
の
詩
歌
曾
な
さ

に
も
常
に
出
席
し
て
、

六一

る
。
総
長
の
序
の
作
者
た
ら
む
一
ヽ
ぶ
圭
ん
で
ゐ
た
こ
ミ
は
愚
秘
抄
に
も
見
え
る
。
為
長
は
紀
催
文
章
道
に
於
1
家
學
を
た
て
A

ゐ
る
菅
原
氏

そ
の
序
文
な
さ
を
も
作
っ
た
り
し
て
ゐ
る
。
親
経
は
ま
た
弘
蔭
以
来
の

名
家
た
る
日
野
氏
の
嫡
流
で
あ
り
、
文
章
博
士
で
、
後
烏
笏
｀
土
御
門
の
侍
誤
さ
し
て
儒
者
の
上
脱
を
以
て
稲
せ
ら
れ
、
建
仁
改
元
に
あ

た
つ
て
は
、
革
命
勘
文
を
上
進
し
て
ゐ
る
。
為
長
は
秀
オ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
名
望
よ
り
い
へ
ば
親
続
に
一
群
を
輪
す
る
。
餌
名
序
に
親

其
名
序
は
意
宴
以
前
に
出
来
て
ゐ
た
け
れ
さ
も
瑕
名
序
が
出
来
て
ゐ
な
か
っ
た
A

め
に
、
党
宴
に
は
使
用
せ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
.
や

う
で
あ
る
。
良
親
の
瑕
名
序
の
こ

r

ヽ
こ
は
明
月
記
元
久
二
年
三
月
廿
九
日
の
條
に
出
て
ゐ
る
か
ら
、
恐
ら
く
そ
の
後
、
日
な
ら
ず
し
て
上
進

せ
ら
れ
た
も
の
ミ
考
へ
ら
れ
る
。
瑕
名
序
は
奨
名
序
を
、
流
盟
な
和
文
に
醗
繹
し
た
も
の
で
あ
る
。
定
家
は
此
の
序
を
「
其
賓
不
可
思
議

（
七
四
―
―
―
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で
あ
る
。
で
は
何
故
に
上
皇
が
か
か
る
親
捩
の
殿
に
出
で
た
ま
う
た
の
か
｀
こ
い
へ
ば
｀
そ
れ
は
、

を
も
つ
て
し
る
さ
れ
て
ゐ
る
。

は
院
が
思
召
し
を
以
て
書
き
加
へ
し
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

四
、
選
歌
標
準
と
新
古
今
集
の
歌

（
七
四
四
）

み
て
和
歌
の

浦
の
あ
さ
を
た
っ
ね

」
ミ
あ

る
如
く
、
御
治
阻
の
目
出
度
か
っ
た
こ
ー
こ
を
此
の
集
に
よ
っ
て
後
の
世
に
催
へ
ら
れ
む
た
め
で

あ
っ
た
。
さ
う
し
て
｀
此
の
御
親
捩
の
精
紳
を
明
か
に
す
る
た
め
に
此
の
序
文
は
、
殊
に
瑕
名
序
は
院
お
ん
み
つ
か
ら
宜
ふ
御
言
葉
の
体

此
の
序
文
の
な
か
に
は
、
上
皇
の
御
製
の
多
く
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
に
封
し
て
の
蹄
解
の
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
図
岐
御
本
の
践

文
の
精
神
に

一
致
し
、
ま
た
、
干
五
百
番
歌
合
の
判
詞
な
さ
に
見
え
る
院
の
御
謙
退
の
御
旨
意
『
こ
心
が
相
迎
じ
て
ゐ
る
。
思
ふ
に
、
こ
れ

以
上
、
新
古
今
集
撰
集

の
経
緯
セ
考

へ
て
く
る
ー
、
）
、
そ
の
序
文
に
強
調
し
て
ゐ
る
如
く
、

全
く
新
古
今
集
は
後
鳥
竹
院
の
親
撰
ご
言
ふ

べ
き
で
｀
五
人
の
撰
者
は
、
そ
の
親
撰
の
た
め
に
究
料今
を
提
供
し
、

部
類
の
事
務
に
た
づ
さ
は
っ

た
だ
け
の
、

蹴
な
る
親
撰
事
業
の
助
手

に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

撰
者
の
選
歌
事
業
は
、
親
撰
の
た
め
の
準
備
行
動
に
過
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

撰
者
の
意
見
は
自
ら
選
進
し
た
歌
の
上
に
は
、
は
つ
ぎ
り
現
は
れ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
が
、
新
古
今
渠
の
上
に
は
不
完
全
に
し
か
出
て
ゐ

な
い
の
で
あ
る
。
部
類
に
あ
っ
て
は
、
事
務
的
な
方
面
即
ち
詞
柑
の
字
句
の
上
や
作
者
の
記
名
の
上
に
一
定
の
開
裁
上
の
統
一

を
典

へ
る

た
め
に
獨
断
は
ゆ
る
さ
れ
た
け
れ
さ
も
、
そ
れ
も
少
し
面
劉
な
も
の
に
な
る
ミ
勅
裁
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

3

歌
そ
の
も
の
に
喪
改

を
加
へ
改
集
す
べ
含
梱
限
は
撰
者
に
は
全
く
な
い
。
も
つ
ミ
も
、
定
家
の
如
く
、
自
己
の
所
存
を
進
言
す
る
も
の
が
あ
っ
て
｀

文

限

研

究
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五

輯
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四

そ
れ
が
上

「
よ
も
の
海
秋
津
洲
の
月
し
づ
か
に
す



六
五

皇
の
容
れ
ら
れ
る
こ
こ
ろ

f
f
)

な
っ
た
こ
ミ
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
捩
集
に
於
け
る
撰
者
の
梱
限
の
問
題
さ
は
別
箇
の
事
に
厨
す
る
。

撰
者
逹
に
比
較
す
る
と
藤
原
良
経
の
方
が
集
ー
」
討
し
て
大
き
な
梱
能
を
有
つ
て
ゐ
る
。
自
分
の
先
祗
の
歌
が
入
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
さ
言

つ
て
そ
れ
を
入
れ
さ
せ
た
り
、
自
分
の
意
見
に
よ
つ
て
改
集
さ
せ
た
り
し
て
ゐ
る

f
f
)

こ
ろ
を
見
給
へ
。
し
か
し
、
彼
は
切
織
時
代
に
な
っ

て
．
切
粛
の
歌
に
就
い
て
自
見
を
少
し
ば
か
り
吐
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
撰
集
全
脆
に
わ
た
つ
て
彼
は
彼
の
意
志
を
作
用
さ
せ
て
ゐ
な
い
。

撰
集
の
こ
こ
は
後
烏
仮
院
の
御
事
業
で
あ
つ
て
、
良
姪
に
は
直
接
欄
係
の
な
い
こ
こ
だ
っ
た
し
、
ま
た
後
烏
材
院
へ
御
遠
應
申
す
心
も
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
後
烏
材
院
親
捩
た
る
こ
さ
は
此
の
た
め
に
否
定
せ
ら
る
べ
き
で
な
い
。

後
烏
材
院
は
勿
論
英
俊
の
君
で
あ
っ
た
。
院
は
京
都
大
内
の
盛
時
に
あ
こ
が
れ
た
ま
う
た
。
そ
の
あ
こ
が
れ
ミ
思
慕
ーこは
凝
つ
て
、
時

代
を土日
に
遠
さ
う
ミ
い
ふ
御
努
力
さ
な
つ
て
あ
ら
は
れ
た
。
詩
歌
笠
絃
を
愛
し
給

っ
た
異
常
の
御
熱
箭
も
、
上
皇
が
如
何
に
延
蒋
村
上
の

御
代
の
昌
平
を
慕
ひ
ま
す
御
心
の
深
か
つ
た
か

を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
同
じ
思
媒
の
心
持
か
ら
上
皇
の
王
政
振
張
の
御
計

霰
が
生
れ
｀
側
称
の
御
＾
止
粛
が
躇
酪
し
た
。
不
幸
に
し
て
そ
の
御
計
盟
に
は
見
込
み
違
ひ
が
あ
っ
て
、

承
久
の
敗
戦
こ
な
っ
た
け
れ

l
}

」
も

上
皇
の
叙
應
の
ほ

t
}

」
は
充
分
伺
へ
る
の
で
あ
る
。

新
古
今
集
の
撰
定
に
奔
走
あ
そ
ば
さ
れ
た
の
も
、
院
の
御
治
世
を
延
喜
天
暦
の
幽
代『
r
J

並
べ
て
後
世
の
國
民
が
謳
歌
す
る
や
う
に
こ
の
御
思
召
で
あ
っ
た
ミ
い
ふ
こ
ミ
は
低
に
そ
の
序
文
の
章
で
説
い
た
。

上
阜
学
は
ま
た
蹴
鞠
、
琵
琵
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
遊
藝
に
御
堪
能
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
。
拝
察
す
る
に
、
上
皇
に
は
自
ら
侍
し
て
譲
ら
ざ

る
の
御
氣
線
が
ま
し
ま
し
た
や
う
で
あ
る
。
上
皇
の
和
歌
に
於
け
る
御
才
能
も
常
時
の
群
鴎
を
は
る
か
に
抜
く
も
の
が
あ
っ
た
。
後
烏
吼

院
御
集
一

部
、
そ
の
御
歌
オ
の
如
何
に
す
ぐ
れ
さ
せ
給
う
た
か
を
よ
く
物
語
っ
て
ゐ
る
。

和
歌
に
於
て
上
皇
の
庶
幾
せ
さ
せ
給
う
た
の
は
、

屈曲

に
も
述
べ
た
ゃ
う
に
廊
原
俊
成
の
歌
風
で
あ
る
。
御
口
他
に
よ
れ
ば
、

新
古
今
和
歌
鋲
の
撰
梨
態
度
さ
撰
染
事
梁

（
七
四
五
）

．
 



る
。
同
じ
く
御
口
催
に
、

繹
阿
は
や
さ
し
く
艶
に
こ
こ
ろ
も
ふ
か
く
哀
れ
な
る
ミ

こ
ろ
も
あ
り
き
、
こ

f

こ
に
愚
意
に
庶
幾
す
る
す
が
た
な
り
。

と
宜
は
せ
ら
れ
、
そ
の
御
詠
風
は
俊
成
の
あ
ミ
を
追
は
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
拝
せ
ら
れ
る
。

俊
成
の
歌
は
物
あ
は
れ
な
箭
緒
を
印
埃
的
に
表
現
す
る
の

に
成
功
し
て
ゐ
る
。
徒
鳥
笏
院
の
御
製
も
ま
た
そ
の
方
に
す
ぐ
れ
た
特
色
を

御
痰
抑
に
な
つ
て
ゐ
る
。
後
鳥
笏
院
は
ま
た

iiM行
法
師
の
巧
ま
ざ
る
自
然
的
な
焚
想
と
質
感
の
節
つ
た
詠
風
と
に
心
を
寄
せ
た
ま
う
て
ゐ

四
行
は
お
も
し
ろ
く
て
、
し
か
も
こ
こ
ろ
も
ふ
か
く
て
あ
は
れ
な
る
あ
り
が
た
く
出
来
が
た
き
か
た
も
こ
も
に
相
か
ね
て
見
ゆ
。
生

得
の
歌
人
ミ
ぉ
ぼ
ゅ
。
こ
れ
に
よ
り
て
、

さ
仰
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
西
行
の
衣
鉢
を
も
つ
r、)も
多
く
他
へ
て
ゐ
る
も
の
は
慈
此
で
あ
る
が
、

後
鳥
税
院
も
西
行
の
影
孵
を
相
常
蒙
ら
せ

ら
れ
た
も
の

5
見
る
べ
く
、
俊
成
の
正
統
に
西
行
の
風
竺
こ
り
入
れ
、
更
に
古
来
の
秀
歌
を
滋
養
-
こ
し、

ま
た

一
方
鴬
代
の
一

風
潮
た
る

定
家
等
の
具
象
的
感
売
的
表
現
法
を
根
ん
だ
オ
覇
燦
喚
の
歌
が
院
の
御
製
ミ
見
奉
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

院
の
歌
學
も
そ
の
御
歌
の
や
う
に
、

や
は
り
俊
成
の
流
れ
を
汲
ま
せ
ら
れ
た
や
う
で
、
六
條
家
の
歌
慇
ミ
そ
の
態
度
を
梃
に
し
て
を
ら

れ
る
。
院
の
揺
歌
の
御
標
準
は
御
口
他
の
中
か
ら
は
具
儒
的
な
こ
ま
か
し
い
こ
ミ
を
伺
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
。
新
古
今
撰
集
の
頃
に
院
が

御
歌
判
あ
ら
せ
ら
れ
た
千
五
百
番
歌
合
ゃ
水
無
瀬
釣
殿
六
首
歌
合
な
さ
を
材
料
こ
し
て
そ
の
常
時
の
院
の
撰
歌
上
の
御
棟
準
さ
い
ふ
も
の

を
拝
察
し
て
み
る
と
管
見
で
は
｀

さ
ち
ら
も
客
眼
的
景
趣
を
描
出
し
て
ゐ
る
場
合
は
、
あ
は
れ
深
く
物
佗
ぴ
た
趣
に
於
て
ま
さ
つ
て
ゐ
る
方
に
圃
扇
を
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
こ

ミ
、
三
、
非
印
象
的
梱
念
歌
の
場
合
に
は
痰
想
の
自
然
な
る
に
従
は
れ
た
こ

5
,

文

學
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ぉ
ぽ
ろ
げ
の
人
の
ま
ね
ぴ
な
ん
さ
す
べ
き
歌
に
あ
ら
す
、
不
可
説
の
上
手
な
り
。

一
、
棚
念
的
説
明
の
惑
よ
り
も
客
観
的
最
趣
を
印
象
的
に
表
現
し
た
歌
を
好
ま
せ
ら
れ
た
こ

f
f
)

、
二
、

第

五

輯

四
，
内
容
が
深
い
感
傷
的
詠
歎
か
ら
出
て
ゐ
る
場
合
さ

六
六

（
七
四
六
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．
 



新
古
今
和
歌
集
の
揺
染
態
度
さ
拇
梨
事
粟

六
七

（
七
四
七
）

今
回
の
御
親
撰
に
あ
た
つ
て
も
、
大
慌
右
様
の
御
考
へ
に
従
は
れ
た
こ
ミ
ミ
拝
察
し
て
大
過
は
な
か
ら
う
。
家
長
日
記
に
は
、
更
に
｀

「
た
だ
よ
ぎ
を
さ
き
ご
」
せ
ら
れ
た
ミ
述
べ

て
ゐ
る
。

の
傾
秀
な
る
を
い
ふ
の
で
あ
ら
う
が
、

所
間
歌
式
に
あ
る
歌
病
ミ
い
ふ
も
の
を
無
硯
せ
ら
れ
た

f

こ
い
ふ
の
で
あ
る
。

次
に
、
良
経
の
利
歌
に
於
け
る
嗜
み
は
さ
う
で
あ
っ
た
か
。

良
紐
に
は
家
渠
秋
篠
月
泄
集
の
他
に
、
歌
合
判
＿
年
丁
五
百
番
歌
合
が
あ
る

が
｀
そ
れ
に
は
判
詞
が
な
く
て
、
刊
詞
の
代
り
に
艇
詩
で
自
分
の
感
想
↓
で
の
べ
て
ゐ

る
の
で
、
そ
の
歌
判
標
準
は
充
分
分
ら
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
勝
祓
の
つ
け
方
の
傾
向
を
棚
観
し
て
み
る
と
、
彼
の
好
み
一
こ
い
ふ
も
の
が
、
や
は
り
彼
自
身
の
歌
に
於
け
る
こ
同
傾
向
を
辿
つ

て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
、
彼
の
歌
は
詞
悩
荊
脱
放
脆
で
あ
つ
て
妖
艶
の
葵
に
ミ

み
組
糊
的
色
彩
美
の
ゆ
た
か
な
咄
を
特
色
ミ
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
が
、
千
万
百
番
歌
合
で
彼
の
勝
こ
し
た
歌
は
、
概
し
て
明
る
い
組
罰
的
色
彩
的
形
相
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
つ
て
、
感
低
的
詠
歎
の
稀

梱
な
叙
最
的
傾
向
の
も
の
が
多
い
や
う
で
あ
る
。
後
烏
肪
上
皇
も
や
は
り
紺
郡
的
悧
趣
の
歌
を
好
ま
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
場
合
に
は
，
前

に
の
べ
た
ミ
ほ
り
詠
歎
的
な
要
素
の
涙
厚
な
も
の
が
あ
っ
て
、
感
似
的
俯
趣
の
あ
る
も
の
を
稔
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
此
れ
は
彼
れ
に
比
す

今
回
の
勅
選
に
は
、
病
ひ
あ
る
歌
を
も
す
て
ら
れ
ず
、

「
よ
き
」
ミ
い
ふ
の
は
歌

の
や
う
な
の
が
そ
の
御
自
慢
の
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

思
ひ
つ
A

へ
に
け
る
年
の
か
ひ
ゃ
な
き
た
だ
あ
ら
ま
し
の
タ

~怜
の
空

か
、
内
容
は
-
f
)

も
か
く
言
莱
の
う
る
は
し
<
-音
楽
的
律
調
を
も

つ
て
ゐ
る
場
合
こ
か
は
、
こ
れ
に
債
値
を
認
め
ら
れ
た
こ
こ
｀
五
、
斬
新

で
．
心
惹
か
る
べ
き
―
つ
の
趣
を
そ
な
へ
、
優
変
可
憐
の
箭
思
の
あ
る
用
語
・
こ
か
構
想
こ
か
の
歌
を
愛
せ
ら
れ
る
こ
さ
、
ミ
い
ふ
や
う
な

ち
、
泄
新
で
複
雑
な
悧
趣
美
ミ
甘
美
な
感
傷
性
さ
を
そ
な

も
の
で
あ
り
、
結
局
、
後
烏
仮
院
の
御
訓
想
の

歌
は
、
低
艇
艶
美
の
歌
詞
を
も

へ
た
品
位
あ
る
歌
に
あ
っ
た
の
で
、

竪

へ
ば
、

（
な
ほ
詳
細
な
こ
こ
は
九
大
國
文
根
第
一
被
所
掲
拙
稿
を
看
ら
れ
た
し
）
。



よ
り
出
て
更
に
時
代
の
流
風
に
染
ま
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

れ
ば
，

よ
り
官
能
的
、
彼
の
内
而
的
な
の
に
別
し
て
こ
れ
は
外
而
的
な
歌
を
好
ん
だ
の
で
あ
る
。

撰
者
た
ち
の
選
歌
標
準
‘
こ
い
ふ
も
の
を
も
亦
こ
こ
に
一
應
、

考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

新
古
今
集
の
撰
者
名
を
調
べ
る
と
、

（
七
四
八
）

さ
て
、
後
馬
笏
院
の
最
初
の
放
選
は
選
者
の
選
進
し
た
査
料
の
範
問
内
で
行
は
れ
、
そ
れ
が
や
が
て
新
古
今
集
の
基
本
を
な
す
以
上
．

怠
捩
者
の
選
採
標
部
と
い
ふ
も
の
を
見

る
に
は
撰
者
名
の
頭
苦
あ
る
合
黙
本
系
の
新
古
今
集
は
有
力
な
衰
料
で
あ
る
。
然
し
、
こ
れ
だ

け
で
は
充
分
だ
と
は
言

へ
な
い
。
そ
こ
に
は
後
烏
笏
院
の
御
．
絋
志
が
加
は
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
補
ふ
も
の
は
、

歌
合

の
歌
判

で
あ
り
、
歌
話
歌
論
の
頻
で
あ
り
、

各
人
の
歌
風
の
傾
向
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
定
家
を
除
く
他
の
各
撰
者
に
は
歌
刊
歌
論
の
類
が
乏
し

通
具
の
選
出
歌
は
他
の
選
者
の
選
出
歌
ご
合
致
し
な
い
率
が
非
常
に
多
い
。

は、

歌
判
椀
準
に
相
拠
が
あ
る
の
か
、

選
出
歌
の
原
眩
‘
)
な
っ
た
歌
渠
に
相
異
が
あ
る
の
か
の
二
つ
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
存

新
古
今
集
を
辿
じ
て
は
、
原
膝
に
し
た
歌
染
が
他
の
選
者
の
ミ
相
拠
し
て
ゐ
た
ミ
斯
言
出
来
る
證
腺
が
調
ぺ
て
み
た
け
れ
さ
も
な
い
。
で

は
選
歌
椀
準
が
ち
が
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
ミ
い
ふ
ミ
、
彼
の
歌
論
や
歌
判
の
今
残
っ
て
ゐ
な
い
た
め
に
、
こ
れ
も
は
つ
き
り
し
た

こ
ミ
は
分
ら
な
い
。
た
だ
｀

か
う
い
ふ
こ
ミ
は
言
へ
る
。
即
ち
、
彼
の
歌
に
は
懸
詞
の
使
用
が
目
立
つ
て
多
い
こ
と
や
、
そ
の
表
現
に
古

今
集
的
な
概
念
的
平
淡
味
の
多
分
に
存
し
て
ゐ
る

f

こ
い
ふ
こ
ミ
で
あ
る
c

歌
調
の
樫
快
き
こ
い
ふ

貼
で
は
定
家
や
家
隆
な
さ
に
引
け
を
取

ら
な
い
が
、
官
能
的
な
描
葛

‘)か
高
朗
な
律
閲
美
ご
か
い
ふ
勘
に
な
る

一
、
）
、
か
な
り
の
軒
蛭
が
あ
る
。

盛
し
、
通
具
の
歌
は
滞
輔
の
歌
風

ミ
こ
ろ
で
、
此
の
通
具
の
歌
に

つ
い
て
の
説
は
同
時
に
有
家
の
歌
に
つ
い
て
も
あ
て
は
め
い
ふ
こ
さ
が
出
来
る
。
酪
つ
て
有
家
ミ
通
具

く
、
有
家
な
さ
に
は
親
つ
た
家
集
す
ら
な
い
。

文
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そ
の
理
由
こ
し
て



新
古
今
和
歌
染
の
掘
梨
態
度
さ
憬
梨
喋
業

の
歌
は
良
経
の
歌
風
こ
同
じ
特
色

を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、

彼
自
身
の
理
想
を
ば
，

ヽ
L
ナ
ナ

G
J四
九
）

「
今
の

「
こ
こ
ば
は
古
ぎ
を
慕
ひ
心
は
あ
た
ら
し
き
を
覚

ミ
に
は
頗
る
共
通
黙
が
多
い
の
で
あ
る
。
而
も
、
こ
の
歌
風
の
特
色
を
賊
た
眼
で
、
そ
の
選
歌
の
方
を
通
覚
し
て
み
る
ミ
、

賞
代
人
の
作

を
選
ん
だ
場
合
に
は
判
然
し
が
た
い
が
、
古
人
の
歌
を
選
ん
だ
場
合
に
は
、
そ
の

歌
風
に
あ
ら
は
れ
た
や
う
な
特
色
の
歌
が
餘
計
選
出
せ

ら
れ
て
ゐ
る

や
う
に
思
は
れ
る
。
こ
れ
も
亦
二
人
さ
も
に
言
は
れ
得
る
こー
こ
で
あ
る
。
お
も
ふ
に
此
の
人
々
の
好
み
の
中
に
は
、
な
ほ
六

家
隆
に
は
家
集
壬
二
集
の
他
に
は
、
健
保
二
年
九
月
眼
日
の
月
卿
雲
客
妬
歌
合
、
嘉
祇
二
年
四
月
二
十
二
日
の
後
鳥
列
院
自
歌
合
及
び

土
御
門
院
御
梨
の
評
詞
が
あ
る
。
す
べ
て
こ
れ
ら
の
判
詞
は
彼
の
晩
年
の
も
の
で
新
古
今
集
時
代
の
参
考
ミ
す
る
の
に
は
幾
分
不
適
嘗
で

あ
る
が
、

家
隆
の
場
合
は
、
さ
ほ
さ
年
齢
の
差
に
よ
っ
て
そ
の
歌
叫
も
幾
つ
た
ー
‘
こ
は
考

へ
ら
れ
ぬ
か
ら
、

そ
れ
を
も
参
考
に
し
て
彼
の
歌

評
態
度
を
見
て
み
る
さ
い
ふ
ミ
、
彼
は
た
け
高
き
ミ
い
ふ
こ
-
f
)

と
艶
に
を
か
し
い
と
い
ふ
こ
ミ
ミ
を
第
一
に
考

へ
て
ゐ
た
ら
し
い
。

歌
潤

の
高
朗
な
る
ミ
幾
艶
な
悧
趣
さ
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
彼
の
ゑ
ら
ん
だ
歌
を
見
る
-
f
)

、
新
古
今
選
歌
の
常
時
に
於
て
も
大
閲
こ
の

歌
調
の
高

朗
な
る
も
の
セ
ゑ
ら
び
、

俯
趣
豊
か
な
る
も
の
を
選
ん
で
ゐ
る
領
向
が
あ
り
、
感
俯
の
深
く
こ
も
つ
た
も
の

を
密
ん
だ
の
で
、

概
し
て
言

へ
ば
彼
ミ
後
鳥
吼
院
『
こ
は
そ
の
歌
風
が
相
近
か
っ
た
だ
け
、
そ
の

歌
に
別
す
る
好
み
も
ま
た
相
似
て
ゐ
た
ゃ
う
だ
。

雅
経
は
此
の
頃
ま
だ
そ
の
個
性
が
稀
態
で
あ

る
け
れ
-}」も
先
づ
家
隆
な
さ
こ
同
部
類
に
屈
せ
し
む
べ
ぎ
か
。

定
家
の
歌
に

つ
い
て

は
歌
風
の
方
も
歌
論
の
方
も
、
近
来
す
ぐ
れ
た
研
究
が
出
て
ゐ
ら
か
ら
、
今
は
省
略
に
従
つ
て
お
く
が
、

畢
痴
彼

め
、
及
ば
ぬ
ま
で
も
高
き
姿
を
願
ひ
て
露
平
以
往
の
歌
に
習
ふ
」

（
近
代
秀
歌
）
さ
い
ふ
幽
に
お
い
て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
言
薬
は
一

1

一代

集
を
出
づ
べ
か
ら
す
こ
言
っ
た
彼
だ
か
ら
、
古
＾
ふ
釆
を
宗
ミ
し
て
ゐ
た
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
特
に
寛
平
以
往
ミ
言
っ
た
の
は
，

條
家
歌
根
の
逍
風
が
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。



も
の
が
多
分
に
好
ま
れ
た
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
建
久
の
頃
か
ら
急
に
竪
つ
て
来
て
、
感
似
の

心
が
、
官
能
的
陶
酔
に
よ
っ

て叩
叫
き
か

一
人
定
家
の
み
で
な
く
、
常
時
に
共
通

一
府
科
學
的
に
組
織
化
し
た
人
で
あ
る
が
、
そ
の
定

こ
の
俊
成
の
歌
判
標
準
が
新
古
今
時
代
の
歌
人
に

世
は
花
山
俯
正
。
在
五
中
脈
。
素
性

。
小
町
が
後
絶
え
た
る
歌
の
さ
ま
わ
づ
か
に
見
え
聞
え
侍
る
な
り
」
．
こ
言
ひ
、
貰
之
の
歌
に
は
除
箭

が
な
い
-
こ
け
な
し
て
ゐ
る
の
な
さ
か
ら
拙
察
す
る
ミ
、
こ
れ
は
六
歌
仙
時
代
を
中
心
さ
す
る
古
令
集
中
の
時
代
古
き
歌
を
理
想
―
こ
し
た
臨

味
な
の
で
あ
ら
う
。
彼
の
選
ん
だ
歌
に
は
｀
果
し
て
か
う
い

ふ
傾
向
の
歌
が
多
い
。

選
歌
椀
準
に
は
共
辿
の
も
の
が
あ
っ
た
ー
こ
言
ひ
得
る
，
た
こ
へ
ば
、

（七
五
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恕
じ
て
、
新
古
今
集
の
選
歌
の
上
に
見
て
も
、
或
は
常
時
の
歌
合
判
詞
の
種
々
相
よ
り
節
納
し
て
も
、
大
朝
に
於
て、

裳
代
の
歌
人
の

何
れ
も
「
た
け
高
き
」

「
え
ん
」
さ

か
「
心
詞
て
か
し
く
め
づ
ら
し
き」

『
こ
か
「
姿
よ
ろ
し
」
さ
か
い
ふ
語
を
共
通
し
て
用
ゐ

て
を
り
、
た
だ
｀
人
々

の
個
性
に

よ
っ
て
幾
分
、
こ
れ
ら
の
用
語
の
内
容
の
化
合
が
拠
な
つ

て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。
此
れ
を
瓶
史
的
に
見
る
If)

、
蔽
原
公
任
時
代
か
ら
漸
次

痰
逹
し
て
来
た
歌
合
の
歌
判
標
準
が
、
俊
成
に
至
っ
て
統
一

せ
ら
れ
集
大
成
せ
ら
れ
、

踏
襲
せ
ら
れ
な
怒
展
さ
せ
ら
れ
た
の
で
、
判
詞
も
俊
成
が
用
ゐ
た
の
が
、
そ
の
ま
ま
採
用
せ
ら
れ
て
行
っ

た
の
で
あ
る
。
中
に
あ

っ
て
定
家

は
、
そ
の
根
究
的
才
能
を
も
つ
て
此
の
俊
成
の
示
し
た
歌
判
椋
準
を

一
屑
賂
備
し
｀

家
の
歌
判
に
於
け
る
理
想
を
．
有
心
に
あ
り
-
f
)

な
し、

有
心
は
餘
梢
で
あ
り
、
そ
の
餘
術
の
中
に
妖
亮
美
を
含
ん
で
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ

な
す
説
は
首
肯
す
る
に
足
り
る
。
然
し
な
が
ら
此
の
や
う
な
餘
梢
妖
艶
を
歌
に
要
求
す
る
心
は
、

す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
此
の
新
古
今
の
撰
者
た
ち
に
も
多
少
ミ
も
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

餘
俯
ー、ぷ

ふ
の

は
、
換
言
す
れ
ば
、

歌
の
言
外
に
、
ほ
の
ぼ
の
こ
し
た

一
腫
の
氣
分
が
霧
の
や
う
に
渫
ひ
ま
つ
は
つ
て
ゐ
る
こ
さ
を
い

ふ
の
で
あ
る
ミ
考

へ
る
。
俊
成
の
頃
に

は
、
此
の
氣
分
に
は
多
分
の
感
低
心
が
混
つ
て

ゐ
た
。
何
か、

物
が
な
し
い

や
う
な
俯
趣

l

こ
い
ふ
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そ
の
歌
合
判
詞
の
川
語
に
し
て
も
，

七
〇

ヽ

ミ
カ
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新
古
今
和
歌
集
の
撰
集
態
度
さ
掘
染
事
業

ゐ
る
の
が
そ
れ
を
示
し
て
ゐ
る
。

へ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
幽
寂
の
氣
分
が
蔀
脱
幾
艶
の
悧
趣
さ
な
つ
て
米
た
の

で
あ
る
。
何
故
に
さ
う
な
つ
て
来
た
か
。
こ
れ
は
此
の

文
章
の
間
題
外
だ
が
、
そ
れ

は
必
然
的
な
展
間
相
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
良
経
邸
の
建
久
元
年
の
花
月
百
首
は
そ
の
意
味
で
注
意
す
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
さ
う
い
ふ
風
に
時
勢
が
動
い
て
行
っ
た
の
は
、
良
経
さ
定
家
ミ
が
原
動
力
に
な
つ
て
ゐ
る
ミ
わ
た
く
し
は
考
へ

る
の

で
あ
る
。

七

繰
り
返
し
て
い
ふ
や
う
だ
が、

俊
成
の
歌
に
於
て
は
、
心
持
こ
い

ふ
も
の
が
中
心
に
な
つ

て
ゐ
る
。
出
来
る
だ
け
言
外
の
心
持
を
翌
富

な
ら
し
め
よ
う
こ
い
ふ
の
が
除
俯
欲
求
の
心
で
あ
る
。

此
の
餘
術
を
豊
か
な
ら
し
め
む
ミ
す
る
欲
求
は
、
そ
の
表
現
が
出
来
る
だ
け
具
象

的
で
あ
る
事
に
な
り
、
艇
雑
な
物
語
的
俯
趣
を
袖
へ
た
も
の
ミ
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

3

新
し
く
生
れ
て
来
た
傾
向
は
俊
成
の
此
の
態
度
＇」

一
歩
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
俊
成
か
ら
出
喚
し
て
、

更
に
具
象
的
表
現
を
徹
底
さ
せ
て
硯
党
的
表
現
に
ま
で
到
逹

せ
し
め
る
の

で
あ

る。

玲
紐
的
紐
遥
を
再
現
す
る
こ
こ
に
よ

っ
て
限
り
な
き
官
能
美
を
陶
酔
し
よ
う
ミ
い
ふ
の
で
あ
る
。
俊
成
の
立
場
は
飽
く
ま
で
俯
緒
的

さ
い
ふ
勘
に
あ
っ
た
。
此
の
箭
緒
的
す
場
を
止
楊
し
て
感
翌
的
視
畳
的
に
ま
で
押
し
す
す
ん
だ
新
し
い
傾
向
は
、
官
能
的
幻
想
美
を
そ
の

目
燐
‘L
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
此
の
新
傾
向
の
極
端
に
立

つ
も
の
が
定
家
で
あ
り
、
そ
の
眺
力
を
最
も
登
弾
し
た
の
が
良
斑
で
あ
っ
た
。
定

家
は
言
薬
の
感
党
化
に
熱
中
し、

良
続
は
内
容
の
官
能
美
．乞登
抑
し
た
か
ら
で
あ
る
。
後
烏
仮
院
ゃ
家
隆
は
、
俊
成
の
俯
緒
的
立
揚
を
継

承
し
其
れ
を
守
株
し
な
が
ら
、

猶
ほ
且

つ
此
の
定
家
等
の
新
似
向
の
魅
力
に
引
か
さ
れ
て
、
そ
の
影
靱
を
蒙
っ
た
人
で
あ
る
。
有
家
は
父

の
重
家
ゃ
伯
役
絣
軸
等
の
六
條
歌
風
今
盆
受
け
つ
い
で
ゐ
な
が
ら
、
一
た
ぴ
は
俊
成
の
影
靱
-
名
受
け
、
再
ぴ
は
こ
の
新
傾
向
に
影
靱
せ
ら
れ

て、

時
代
に
追
随
し
て
来
た
人
で
あ
る
。
彼
の
歌
の
技
巧
に
長
け
て
を
り
、
俯
趣
的
内
容
よ
り
も
｀
理
智
的
外
形
に
美
を
求
め
む
さ
し
て

（
七
五

一）
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後
烏
笏
院
『
こ
定
家
と
は
、
相
拇
立
す
る
、
俯
緒
的
歌
風
ミ
視
党
的
歌
風
さ
の
夫
々
の
代
表
者
で
あ
る
が
、
今
い
ふ

f

こ
ほ
り
そ
れ
は
根
本

的
な
相
異
蜀
立
で
な
く
し
て
、
等
し
く
俊
成
の
作
歌
態
度
か
ら
出
て
ゐ
る
相
肘
的
甜
立
に
過
ぎ
な
い
。
故
に
、
歌
に
餘
柚
美
を
求
む
る
こ

さ
に
於
て
相
一
致
し
、
血
器
盟
な
官
能
的
箭
趣
を
愛
す
る
と
共
に
、
ま
た
柚
緒
的
俯
趣
を
も
喜
ん
だ
の
で
あ
る
。

新
古
今
各
捩
者
は
、
此
の
二
つ
の
到
立
の
間
に
立
つ
て
各
々
そ
の
好
む
さ
こ
ろ
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
賭
つ
て
新
古
今
集
に
於
け
る
選

歌
椋
準
は
各
撰
者
の
間
に
根
本
的
態
度
の
相
迎
が
な
く
、
大
盟
に
於
て
、
相
共
通
す
る
理
念
を
も
つ
て
撰
集
の
事
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。

唯
、
此
の
集
は
後
烏
笏
院
親
捩
で
あ
る
が
故
に
、
捩
渠
態
度
に
欄
す
る
限
り
に
於
て
後
鳥
笏
院
の
御
理
想
が
最
も
浪
厚
に
出
て
ゐ
る
さ
見

る
べ
き
で
．
客
観
的
景
趣
を
歌
っ
た
歌
、
哀
梢
の
こ
も
っ
た
優
記
の
調
が
、
努
め
て
捩
集
せ
ら
れ
て
ゐ
る
さ
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
完
）
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