
　
　
　
　
　

一　

は
じ
め
に

　

崇
徳
院
主
催
の
『
久
安
百
首
』
は
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
四

季
部
六
十
首
、
恋
部
二
十
首
、
雑
部
二
十
首
か
ら
構
成
さ
れ
て

お
り
、
雑
部
内
は
さ
ら
に
神
祇
・
慶
賀
・
釈
教
・
無
常
・
離

別
・
羇
旅
・
物
名
・
短
歌
に
細
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
雑
部
末

尾
の
「
短
歌
」
と
は
、
実
際
は
長
歌
形
式
に
よ
る
詠
歌
の
こ
と

で
、『
古
今
集
』
以
来
生
じ
た
短
歌
・
長
歌
の
名
称
の
混
乱
に

よ
る
呼
称
で
あ
る
。
本
稿
で
は
以
下
、『
久
安
百
首
』
雑
部
や

『
古
今
集
』
等
の
長
歌
を
意
味
す
る
「
短
歌
」
に
つ
い
て
は
鉤

括
弧
を
付
し
て
示
し
、
詠
歌
形
式
〈
五
・
七
・
五
・
七
・
七
〉
の
短

歌
と
は
区
別
し
て
示
す
こ
と
と
す
る
。

　
『
久
安
百
首
』「
短
歌
」
は
、「
春
」
や
「
神
祇
」
な
ど
詠
む

べ
き
主
題
を
表
す
他
の
部
類
名
と
は
異
な
り
、
詠
歌
形
式
に
基

づ
く
設
定
で
あ
る
が
、『
古
来
風
体
抄
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、

実
際
に
は
長
歌
形
式
に
よ
る
述
懐
歌
の
詠
進
が
求
め
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

崇
徳
院
に
百
首
の
歌
人
々
に
召
し
ゝ
と
き
、「
お
の
〳
〵

が
述
懐
の
歌
は
、
み
な
短
歌
に
詠
み
て
奉
れ
」
と
仰
せ
ら

れ
て
侍
り
し
か
ば
、
お
の
〳
〵
「
短
歌
」
と
書
き
て
長
歌

を
奉
り
侍
に
き＊

１

。

　

こ
の
よ
う
な
長
歌
形
式
に
よ
る
述
懐
歌
の
設
定
に
は
ど
の
よ

う
な
目
的
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
崇
徳
院
が
先
行
す
る
『
堀

河
百
首
』
の
継
承
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
「
短
歌
」
に
も
、『
堀
河
百
首
』「
述
懐
」
題
で
詠
ま

れ
た
源
俊
頼
の
長
歌
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
指
摘＊

２

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
百
首
の
部
立
構
成
か
ら
、「
新
し
い
勅
撰
集
の
資
料
と

す
べ
く
企
画
」
さ
れ
た
た
め
に
「
勅
撰
集
の
部
類
に
連
な
る
」

よ
う
な
部
類
と
歌
数
の
提
示
が
行
わ
れ
た＊

３

と
も
推
定
さ
れ
て
お

り
、
俊
頼
の
長
歌
を
遡
っ
て
『
古
今
集
』
巻
十
九
な
ど
に
み
ら

れ
る
述
懐
的
な
内
容
を
も
つ
「
短
歌＊

４

」
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。

　

確
か
に
、『
久
安
百
首
』「
短
歌
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
勅
撰
集

や
『
堀
河
百
首
』
の
形
式
に
倣
っ
た
も
の
と
も
見
え
る
。
し
か

し
、『
久
安
百
首
』
に
は
、
羇
旅
部
の
よ
う
に
、
先
行
す
る
勅

撰
集
で
は
比
較
的
歌
数
の
少
な
い
部
に
対
し
雑
部
最
多
の
歌
数

を
割
り
当
て
る
と
い
っ
た
、
既
存
の
勅
撰
集
の
構
成
に
と
ら
わ

『
久
安
百
首
』
の
「
短
歌
」

　
　

―
―
長
歌
形
式
に
よ
る
述
懐
の
方
法
―
―

野　

本　

瑠　

美
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れ
な
い
独
自
の
方
針
も
見
受
け
ら
れ
る＊
５

。
ま
た
、
詠
進
し
た
歌

人
の
「
短
歌
」
に
つ
い
て
も
、
俊
成
の
「
短
歌
」
が
「
述
懐
の

意
を
籠
め
つ
つ
こ
の
百
首
の
跋
の
よ
う
な
役
割
り
を
も
果
し
て

い
る＊

６

」
こ
と
や
「
他
の
人
々
の
哀
切
さ
や
述
懐
調
に
対
し
」
親

隆
の
「
短
歌
」
に
は
述
懐
色
が
見
ら
れ
な
い＊

７

と
い
っ
た
指
摘
が

な
さ
れ
て
お
り
、
個
々
の
「
短
歌
」
に
も
不
遇
沈
淪
を
嘆
く
に

と
ど
ま
ら
な
い
内
容
や
役
割
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は

『
久
安
百
首
』「
短
歌
」
の
表
現
に
着
目
し
な
が
ら
、
こ
の
「
短

歌
」
設
定
に
こ
め
ら
れ
た
意
図
を
考
察
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　

二　
『
久
安
百
首
』
以
前

　

ま
ず
は
『
久
安
百
首
』
に
至
る
ま
で
の
長
歌
や
述
懐
歌
の
歴

史
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
柿
本
人
麻
呂
に
よ
っ
て
一
つ
の
達

成
を
見
た
長
歌
形
式
は
、
短
歌
形
式
に
比
し
て
次
第
に
詠
作

数
が
減
少
し
て
い
き
、
平
安
期
に
入
っ
て
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
詠

ま
れ
な
く
な
っ
た
が
、
不
遇
沈
淪
の
訴
嘆
や
死
を
悼
む
と
い
っ

た
場
面
で
は
「
特
に
あ
ら
た
ま
っ
た
印
象
を
与
え
る
」
表
現
形

式
と
し
て
命
脈
を
保
っ
て
い
た＊

８

。
な
か
で
も
、
訴
嘆
調
の
長
歌

は
、『
古
今
集
』
に
収
め
ら
れ
た
撰
者
の
貫
之
・
忠
岑
に
よ
る

長
歌
を
先
蹤
と
し
て
、
以
後
、
曾
禰
好
忠
・
源
順
・
大
中
臣
能

宣
・
清
原
元
輔
・
源
重
之
ら
に
受
け
継
が
れ
て
行
き＊

９

、
院
政
期

に
は
源
経
信
・
大
江
匡
房
・
源
俊
頼
（『
堀
河
百
首
』
で
の
詠

作
も
含
む
）
ら
の
詠
作
を
経
て＊＊

＊

『
久
安
百
首
』「
短
歌
」
へ
と

至
る
。

　

一
方
、
漢
詩
文
に
由
来
す
る
「
述
懐
」
は
、『
万
葉
集
』
に

既
に
見
ら
れ
、
平
安
期
に
は
大
江
千
里
の
「
句
題
和
歌
」
や

『
和
漢
朗
詠
集
』
な
ど
を
経
て
次
第
に
和
歌
の
世
界
へ
と
浸
透

し
た
。
歌
合
な
ど
の
晴
の
場
で
は
不
遇
を
嘆
く
述
懐
的
な
内
容

の
和
歌
は
長
く
忌
避
さ
れ
て
き
た
が
、『
堀
河
百
首
』
の
「
述

懐
」
題
設
定
を
経
て
、
歌
人
た
ち
の
詠
作
意
欲
が
傾
け
ら
れ
る

主
題
と
し
て
定
着
し
、
社
頭
歌
合
で
の
「
述
懐
」
題
設
定
の
出

現
が
そ
の
流
れ
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
と
い
う＊＊

＊

。『
堀
河
百

首
』
は
述
懐
歌
の
歴
史
に
お
い
て
画
期
を
成
す
作
品
で
あ
り
、

な
か
で
も
、
不
遇
意
識
の
表
明
を
要
請
す
る
「
述
懐
」
題
と
長

歌
を
結
び
つ
け
、
訴
嘆
調
の
長
歌
を
公
的
な
場
に
再
浮
上
さ
せ

た
の
が
俊
頼
の
「
述
懐
」
題
長
歌
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う＊＊

＊

。

　

さ
て
、『
堀
河
百
首
』
の
俊
頼
詠
に
は
「
埋
も
れ
て　

ひ
く

人
も
な
き　

嘆
き
す
と
…
（
略
）
…
こ
の
も
か
の
も
に　

立
ち

交
じ
り　

う
つ
ぶ
し
染
の　

麻
衣　

花
の
袂
に　

脱
ぎ
か
へ
て

　

後
の
世
と
だ
に　

思
へ
ど
も　

思
ふ
人
人　

ほ
だ
し
に
て　

行
く
べ
き
か
た
も　

ま
ど
は
れ
ぬ　

か
か
る
憂
き
身
の　

つ
れ

も
な
く　

経
に
け
る
年
を　

数
ふ
れ
ば　

五
つ
の
十
に　

な
り

に
け
り
…
（
略
）
…
く
り
返
し　

心
に
そ
は
ぬ　

身
を
恨
む
ら

ん
」（
一
五
七
六
）
と
不
遇
を
嘆
く
表
現
が
頻
出
す
る
。『
堀
河

百
首
』
の
「
述
懐
」
題
歌
に
は
、
俊
頼
の
よ
う
に
「
憂
き
身
」

を
嘆
き
「
恨
む
」
歌
は
多
く
、「
身
の
憂
さ
は
過
ぎ
に
し
か
た

を
思
ふ
に
も
今
行
く
末
の
事
ぞ
か
な
し
き
」（
一
五
七
二
・
師

頼
）
や
「
人
数
な
ら
ぬ
身
の
憂
さ
」（
一
五
八
三
・
肥
後
）「
愁

は
れ
せ
ぬ
身
」（
一
五
八
二
・
隆
源
）
な
ど
の
表
現
が
散
見
さ

れ
る
。

　

し
か
し
、
不
遇
沈
淪
を
嘆
く
の
が
「
述
懐
」
の
全
て
で
は
な
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か
っ
た
。『
堀
河
百
首
』「
述
懐
」
題
で
は
、
不
遇
感
の
表
出
を

含
め
、
四
つ
の
主
題
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る＊＊

＊

。

先
に
掲
げ
た
詠
の
よ
う
に
〈
不
遇
感
〉
を
表
す
も
の
が
七
首
と

最
も
多
い
が
、
他
に
も
「
何
を
し
て
翁
さ
び
け
ん
朝
ご
と
に
鏡

の
影
を
か
つ
と
が
め
つ
つ
」（
一
五
六
九
・
公
実
）
の
よ
う
な

〈
嘆
老
〉
を
主
題
と
す
る
述
懐
が
五
首
、「
風
を
待
つ
草
葉
の
露

を
お
ほ
け
な
く
蓮
の
上
に
宿
れ
と
ぞ
思
ふ
」（
一
五
七
〇
・
匡

房
）
の
よ
う
に
〈
往
生
・
仏
道
へ
の
希
求
〉
を
詠
む
も
の
が
三

首
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
堀
河
天
皇
へ
の
祝
意
を
表
す
〈
慶
賀
〉
の
歌
も
一
首

見
ら
れ
る
。

月
み
て
も
む
な
し
き
空
に
あ
ま
る
ま
で
君
が
千
代
へ
ん
事

を
こ
そ
思
へ
（
一
五
七
一
・
国
信
）

堀
河
天
皇
の
御
代
の
永
続
を
願
う
歌
で
あ
る
が
、
他
の
歌
人

の
「
述
懐
」
題
詠
に
は
見
ら
れ
な
い
主
題
で
あ
り
、
詠
者
国
信

の
堀
河
天
皇
近
臣
と
し
て
の
特
殊
な
事
情
を
読
み
取
る
説＊＊

＊

も
あ

る
。
し
か
し
、
遡
れ
ば
、
漢
語
「
述
懐
」
は
憂
愁
に
限
定
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、「
内
な
る
心
情
を
表
白
す
る
」
意＊＊

＊

で
用
い

ら
れ
て
お
り
、『
万
葉
集
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
述
懐
」
も
ほ

ぼ
そ
の
意
と
解
せ
る
。
平
安
期
に
は
「
述
懐
」
は
次
第
に
感

傷
的
・
詠
嘆
的
な
内
容
へ
と
限
定
さ
れ
て
ゆ
く＊＊

＊

も
の
の
、
祝

意
を
込
め
た
「
心
明
る
い
述
懐＊＊

＊

」
と
も
呼
ば
れ
る
、
長
元
八
年

（
一
〇
三
五
）「
住
吉
社
述
懐
和
歌＊＊

＊

」
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。『
堀

河
百
首
』
国
信
詠
の
よ
う
な
祝
意
を
込
め
た
「
述
懐
」
は
、
数

は
多
く
は
な
い
も
の
の
特
異
な
発
想
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
。

　

そ
れ
は
、
同
じ
『
堀
河
百
首
』「
述
懐
」
題
詠
の
中
に
、〈
慶

賀
〉
に
近
接
す
る
詠
作
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

〈
不
遇
感
〉
を
主
題
と
す
る
歌
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
首
が
あ

る
。

あ
き
ら
け
き
世
に
は
う
れ
し
く
逢
ひ
な
が
ら
愁
は
れ
せ
ぬ

身
を
い
か
に
せ
ん
（
一
五
八
二
・
隆
源
）

こ
こ
で
は
「
あ
き
ら
け
き
世
に
は
う
れ
し
く
逢
」
え
た
と
堀
河

天
皇
の
御
代
を
寿
ぎ
つ
つ
も
、
そ
の
よ
う
な
御
代
に
逢
い
な
が

ら
も
「
愁
は
れ
せ
ぬ
身
」
を
嘆
い
て
み
せ
て
い
る
。
主
題
は

〈
不
遇
感
〉
の
表
出
に
あ
る
が
、「
あ
き
ら
け
き
世
」
と
当
代
を

賛
美
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
句
「
い
か
に
せ
ん
」
は
万
策
尽

き
た
と
い
う
慨
嘆
と
い
う
よ
り
も
、「
あ
き
ら
け
き
世
」
だ
か

ら
こ
そ
事
態
は
好
転
す
る
の
で
は
な
い
か
（
あ
る
い
は
「
何
と

か
し
て
ほ
し
い
」）
と
い
う
よ
う
な
期
待
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

と
解
せ
る
の
で
あ
る
。

　

訴
嘆
の
一
手
段
と
し
て
〈
慶
賀
〉
の
心
が
詠
ま
れ
る
こ
と

は
、
遡
れ
ば
『
古
今
集
』「
短
歌
」
に
も
確
認
で
き
る
。
た
と

え
ば
、
忠
岑
歌
（
古
今
集
・
雑
体
・
一
〇
〇
三
）
で
は
「
…
身

は
下
な
が
ら　

言
の
葉
を　

天
つ
空
ま
で　

聞
こ
え
あ
げ　

末

の
世
ま
で
の　

跡
と
な
し　

今
も
仰
せ
の　

く
だ
れ
る
は
…
」

「
ひ
と
つ
心
ぞ　

誇
ら
し
き
」
と
卑
官
の
身
で
あ
り
な
が
ら
撰

者
に
選
ば
れ
た
こ
と
を
喜
び
な
が
ら
も
、
長
歌
の
中
心
部
分
で

は
「
か
か
る
わ
び
し
き　

身
な
が
ら
に　

積
も
れ
る
年
を　

記

せ
れ
ば　

五
つ
の
六
つ
に　

な
り
に
け
り
」「
身
は
卑
し
く
て
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年
高
き　

こ
と
の
苦
し
さ　

か
く
し
つ
つ
」
と
不
遇
と
嘆
老

を
訴
え
、
最
後
に
「
君
が
八
千
代
を　

わ
か
え
つ
つ
見
む
」
と

醍
醐
天
皇
の
御
代
の
永
続
を
祈
念
す
る
。
慶
賀
と
不
遇
沈
淪
の

表
現
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
述
懐
と
い
う
場
に
お
い
て

近
接
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
堀
河
百
首
』
に
は
〈
不
遇
感
〉〈
嘆
老
〉

〈
往
生
・
仏
道
へ
の
希
求
〉〈
慶
賀
〉
と
い
っ
た
述
懐
の
主
題
が

確
認
さ
れ
た
。
加
え
て
、
先
の
『
堀
河
百
首
』
隆
源
歌
や
『
古

今
集
』
忠
岑
長
歌
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
身
に
余
る
栄
光
を
表

す
措
辞
を
〈
慶
賀
〉
と
区
別
し
、
こ
こ
で
は
〈
謙
辞
〉
と
呼
ぶ

こ
と
と
す
る
。
こ
の
五
つ
の
要
素
を
も
と
に
、『
久
安
百
首
』

「
短
歌
」
で
ど
の
よ
う
な
述
懐
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
か
を
確
認

し
た
い
。

　
　
　
　
　

三　
『
久
安
百
首
』「
短
歌
」
の
述
懐

　
『
久
安
百
首
』「
短
歌
」
に
は
、『
堀
河
百
首
』「
述
懐
」
題
詠

に
見
ら
れ
た
五
つ
の
要
素
が
、
一
首
の
内
に
複
数
組
み
合
わ
さ

れ
て
登
場
す
る
場
合
が
多
い
。
季
通
の
「
短
歌
」
を
例
に
見

て
み
よ
う
。（
五
つ
の
要
素
に
該
当
す
る
箇
所
に
傍
線
を
付
し

た
。〈
不
遇
感
〉
は
棒
線　
　

、〈
嘆
老
〉
は
波
線　
　

、〈
往

生
・
仏
道
へ
の
希
求
〉
は
二
重
線　
　

、〈
慶
賀
〉
は
点
線　

　
　

、〈
謙
辞
〉
は
太
線　
　
　
　

で
示
す
こ
と
と
す
る
。）

お
ほ
き
み
の　

み
こ
と
か
し
こ
み　

か
し
こ
み
て　

数
に

も
入
ら
ぬ　

身
な
れ
ど
も　

こ
の
百
歌
を　

奉
る　

藐
姑

射
の
山
に　

す
み
わ
た
る　

荒
き
獣
を　

お
し
な
べ
て　

驚
き
走
る　

事
も
な
く　

む
な
し
き
船
を　

浮
か
べ
た
る

　

海
に
漂
ふ　

魚
も
み
な　

み
な
ぎ
る
事
も　

な
し
と
か

や　

か
か
る
時
に
は　

あ
ひ
な
が
ら　

我
が
身
一
つ
は　

い
つ
と
な
く　

頭
の
霜
は　

朝
ご
と
に　

払
ひ
も
あ
へ
ず

　

翁
草　

一
人
枯
れ
野
に　

立
て
れ
ど
も　

こ
れ
を
し
の

ぶ
る　

こ
と
も
な
み　

涙
の
雨
は　

露
ば
か
り　

と
ど
ま

る
人
も　

七
久
里
の　

出
湯
し
ほ
ど
し　

お
ぼ
ゆ
れ
ば　

い
づ
れ
の
方
へ　

い
な
む
し
ろ　

し
か
じ
や
今
は　

嵐
吹

く　

嶺
の
木
の
葉
と　

も
ろ
と
も
に　

散
り
な
ん
後
も　

思
ひ
お
く　

事
は
さ
す
が
に　

お
ほ
空
を　

は
る
か
に
独

り　

眺
む
れ
ば　

霞
の
内
に　

雁
が
ね
の　

消
え
み
消
え

ず
み　

定
め
な
く　

南
に
去
り
て　

帰
り
来
む　

ほ
ど
を

待
た
で
や　

い
か
な
ら
む　

雲
の
絶
え
間
に　

入
る
月
の

　

傾
く
影
に　

さ
し
そ
へ
て　

心
を
西
に　

や
り
て
こ
そ

　

後
の
世
を
と
も　

営
ま
め　

そ
れ
も
契
に　

よ
り
け
れ

ば　

何
と
も
な
く
て　

行
く
水
の　

哀
哀
と　

言
ひ
な
が

ら　

す
ぎ
の
板
戸
の　

い
た
づ
ら
に　

明
暮
れ
物
ぞ　

嘆

か
し
き　

今
は
我
が
身
に　

い
く
ば
く
の　

春
秋
と
か
は

　

と
は
る
べ
き　

た
と
ひ
久
し
く　

長
ら
へ
て　

経
ぬ
る

月
日
を　

重
ぬ
と
も　

夢
に
夢
見
し　

唐
人
の　

覚
め
て

の
後
に　

そ
の
ご
と
く　

わ
く
事
も
な
き　

ま
と
ゐ
を
ば

　

い
か
ば
か
り
か
は　

思
ふ
と
は
知
る
（
四
九
九
・
季
通
）

　
　
　
　

反
歌

世
に
経
る
は
わ
が
お
ほ
き
み
の
哀
て
ふ
な
げ
の
言
葉
を
待

つ
と
知
ら
ず
や
（
五
〇
〇
・
季
通
）

　

季
通
は
ま
ず
「
数
に
も
入
ら
ぬ　

身
な
れ
ど
も　

こ
の
百
歌
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を　

奉
る
」
と
百
首
を
詠
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
我
が
身
を
卑

下
し
つ
つ
、「
藐
姑
射
の
山
に　

す
み
わ
た
る
」
以
下
、
治
世

の
平
穏
な
様
を
詠
み
上
げ
院
の
治
世
を
寿
い
で
い
る
。
波
線
部

分
「
我
が
身
一
つ
は　

い
つ
と
な
く　

頭
の
霜
は　

朝
ご
と
に

　

払
ひ
も
あ
へ
ず　

翁
草
」
か
ら
傍
線
部
分
「
一
人
枯
れ
野
に

　

立
て
れ
ど
も　

こ
れ
を
し
の
ぶ
る　

こ
と
も
な
み
」
で
、
老

齢
と
な
り
人
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
身
を
嘆
き
、
そ
れ
で

も
「
散
り
な
ん
後
も　

思
ひ
お
く　

事
は
さ
す
が
に　

お
ほ
」

い
と
、
心
に
掛
か
る
こ
と
の
多
さ
を
訴
え
、
二
重
傍
線
部
分

「
心
を
西
に　

や
り
て
こ
そ　

後
の
世
を
と
も　

営
ま
め
」
と

後
世
の
た
め
の
仏
道
修
行
を
思
い
描
き
つ
つ
、「
哀
哀
と　

言

ひ
な
が
ら　

す
ぎ
の
板
戸
の　

い
た
づ
ら
に　

明
暮
れ
物
ぞ　

嘆
か
し
き　

今
は
我
が
身
に　

い
く
ば
く
の　

春
秋
と
か
は　

と
は
る
べ
き
」
と
、
む
な
し
く
時
を
過
ご
し
齢
も
残
り
少
な
い

こ
と
を
嘆
く
。
そ
し
て
反
歌
で
は
「
憂
き
世
で
む
な
し
く
年
を

重
ね
て
い
る
の
は
、
院
か
ら
の
「
あ
は
れ
」
を
待
っ
て
い
る
か

ら
だ
と
は
ご
存
じ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
崇
徳
院
か
ら
の
憐

憫
を
期
待
す
る
詠
み
か
け
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
謙
遜
・
慶

賀
・
嘆
老
・
不
遇
感
・
後
世
へ
の
願
い
と
い
う
『
堀
河
百
首
』

に
見
ら
れ
た
述
懐
の
要
素
を
全
て
含
む
長
歌
を
受
け
て
、
そ
の

よ
う
な
憂
き
世
に
猶
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
院
の
「
あ
は
れ
」

を
期
待
し
て
い
る
か
ら
だ
と
不
遇
感
の
解
消
を
反
歌
で
表
明
し

た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

季
通
の
例
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
久
安
百
首
』「
短
歌
」
に
は

様
々
な
述
懐
の
要
素
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
次
に
掲
げ
た

表
は
『
久
安
百
首
』「
短
歌
」
見
ら
れ
る
述
懐
要
素
を
一
覧
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
左
か
ら
順
に
、
作
者
名
、
長
歌
の
句
数
、

反
歌
の
有
無
を
ま
ず
示
し
、
次
い
で
五
つ
の
要
素
に
該
当
す
る

表
現
が
あ
る
場
合
に
○
を
付
し
た
。
比
較
対
象
と
し
て
最
下
段

に
『
堀
河
百
首
』
の
俊
頼
の
長
歌
の
デ
ー
タ
も
掲
載
し
て
い
る
。

【
表
】『
久
安
百
首
』「
短
歌
」
の
述
懐
要
素
一
覧

句数 反歌の
有無

述懐の要素
不遇 嘆老 仏道 慶賀 謙辞

崇徳院 43 ○
公能　 33 ○
教長　 53 ○ ○
顕輔　 41 有 ○ ○
季通　 91 有 ○ ○ ○ ○ ○
隆季　 63 ○ ○ ○
親隆　 23 ○
実清　 39 ○
顕広　 95 有 ○ ○ ○
清輔　 47 ○ ○
堀川　 53 ○ ○ ○
兵衛　 25 ○ ○
安芸　 167 有 ○ ○ ○ ○
小大進 61 ○ ○ ○
俊頼　 151 有 ○
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長
歌
形
式
の
た
め
、
歌
人
に
よ
っ
て
句
数
は
様
々
で
あ
る
。

最
小
で
全
二
三
句
、
最
大
で
一
六
七
句
と
幅
は
あ
る
が
、
十
人

の
歌
人
が
複
数
の
述
懐
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
詠
ん
で
い

る
。『
堀
河
百
首
』
に
く
ら
べ
、
長
歌
と
い
う
形
式
上
字
数
に

制
約
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
要
因
の
一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
相
違
点
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
『
堀
河
百
首
』
の
述
懐
歌
で
大
半
を
占
め
て
い
た
〈
不
遇
感
〉

の
訴
え
は
『
久
安
百
首
』「
短
歌
」
で
も
重
要
な
要
素
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
『
堀
河
百
首
』
に
は
殆
ど
見

ら
れ
な
か
っ
た
〈
慶
賀
〉
や
〈
謙
辞
〉
の
表
現
が
『
久
安
百
首
』

「
短
歌
」
で
は
頻
出
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
〈
謙
辞
〉
は
顕
輔
・

親
隆
・
安
芸
を
除
い
て
全
て
の
歌
人
が
要
素
と
し
て
取
り
入
れ

て
い
る
。
ま
た
述
懐
の
要
素
が
一
種
類
し
か
見
ら
れ
な
い
場
合

で
も
、
崇
徳
院
・
公
能
・
実
清
は
〈
謙
辞
〉、
親
隆
は
〈
慶
賀
〉

を
主
題
と
し
て
お
り
、〈
不
遇
感
〉
を
単
一
主
題
と
す
る
『
堀

河
百
首
』
の
俊
頼
長
歌
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
短
歌
・
長
歌
と

い
っ
た
詠
歌
形
式
以
上
に
、
述
懐
の
主
題
選
択
に
関
わ
る
部
分

で
『
堀
河
百
首
』
と
『
久
安
百
首
』
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
『
久
安
百
首
』
の
述
懐
詠
の
特
徴
を
具
体
的
表
現
に
即
し
な

が
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。
前
文
で
は
〈
慶
賀
〉
や
〈
謙
辞
〉
の

頻
出
と
説
明
し
た
が
、
具
体
的
に
は
百
首
作
者
に
加
え
ら
れ
た

喜
び
や
歌
の
出
来
映
え
へ
の
不
安
、
謙
遜
が
『
久
安
百
首
』「
短

歌
」
で
は
数
多
く
表
さ
れ
て
い
る
。

烏
羽
玉
の　

黒
髪
山
に　

降
る
雪
の　

白
し
黒
し
も　

知

ら
ず
し
て　

和
歌
の
浦
わ
の　

諸
人
と　

人
な
み
な
み
に

　

立
ち
ま
じ
り　

む
な
し
き
名
の
み　

音
羽
川　

音
ば
か

り
に
は　

聞
こ
ゆ
と
も　

ま
こ
と
は
更
に　

夏
木
立　

こ

と
の
は
じ
ま
り　

か
き
つ
め
て　

も
も
く
さ
ま
で
も　

な

り
に
け
り　

そ
の
あ
ざ
け
り
は　

は
ば
か
り
の　

せ
き
や

り
が
た
く　

思
へ
ど
も　

君
が
み
こ
と
の　

末
な
れ
ば　

い
な
ば
の
露
も　

い
な
ひ
け
と　

思
ひ
あ
ま
り
に　

津
の

国
の　

難
波
の
事
も　

忘
ら
れ
て　

よ
き
節
も
な
き　

萎

れ
葦
の　

下
に
は
淀
む　

水
の
泡
の　

漏
ら
し
て
後
も　

よ
と
と
も
に　

な
ほ
消
え
か
へ
り　

恥
づ
と
知
ら
ず
や

（
八
〇
〇
・
実
清
）

　

実
清
詠
で
は
「
白
し
黒
し
も　

知
ら
ず
し
て　

和
歌
の
浦
わ

の　

諸
人
と　

人
な
み
な
み
に　

立
ち
ま
じ
り
」
と
和
歌
の
良

し
悪
し
も
判
別
で
き
な
い
自
分
が
人
並
み
に
百
首
作
者
へ
と
加

え
ら
れ
、
世
間
か
ら
の
「
あ
ざ
け
り
」
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ

な
が
ら
も
、
畏
れ
多
い
院
の
下
命
に
よ
り
分
別
も
忘
れ
「
よ
き

節
も
な
き
」
歌
を
世
に
広
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
、

拙
い
和
歌
を
恥
じ
て
奉
献
の
挨
拶
と
し
て
い
る
。
同
様
に
公
能

も
「
風
の
聞
こ
え
を　

つ
つ
め
ど
も
…
や
が
て
や
み
な
ば　

な

ほ
惜
し
く　

思
ひ
あ
ま
り
に　

書
き
つ
む
る
」（
一
九
九
）
と

人
の
風
聞
を
恐
れ
て
詠
進
を
躊
躇
う
も
の
の
、
応
制
百
首
作
者

と
な
る
名
誉
を
辞
退
す
る
惜
し
さ
に
思
い
余
り
、「
見
む
人
の

　

そ
し
ら
ん
事
も　

は
ば
か
ら
ず　

百
歌
数
を　

つ
ら
ね
つ
る

か
な
」
と
、
他
人
の
譏
り
も
憚
ら
ず
に
詠
進
し
た
と
い
う
百
首

奉
献
ま
で
の
経
緯
を
述
べ
て
院
へ
の
挨
拶
に
代
え
て
い
る＊＊

＊

。

　

こ
の
よ
う
な
、
院
の
命
令
を
受
け
る
臣
下
と
し
て
の
立
場
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は
、
濃
淡
は
あ
れ
ど
詠
進
し
た
歌
人
の
大
部
分
に
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
崇
徳
院
近
臣
の
教
長
は
「
短
歌
」
で
自
身
の
老
齢

を
繰
り
返
し
嘆
き
つ
つ
「
く
る
く
る
君
に　

仕
ふ
と
て　

思

ひ
離
れ
ぬ　

憂
き
世
な
り
け
り
」（
二
九
九
）
と
院
に
仕
え
る

た
め
に
憂
き
世
を
離
れ
ら
れ
な
い
の
だ
と
訴
え
、
老
臣
と
し

て
の
我
が
身
を
強
調
し
て
い
る
。
主
君
と
し
て
仰
ぎ
見
る
崇

院
か
ら
恩
恵
を
賜
る
こ
と
を
期
待
す
る
詠
も
多
い
。
前
掲
季

通
の
反
歌
で
「
我
が
お
ほ
き
み
の
哀
て
ふ
な
げ
の
言
葉
を
待

つ
」（
五
〇
〇
）
と
歌
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
た
だ
一
筋
に

　

君
を
の
み　

頼
む
心
に
」（
一
二
九
九
・
安
芸
）
や
「
哀
れ

て
ふ
言
の
葉
」（
一
三
〇
〇
・
反
歌
・
安
芸
）、「
あ
は
れ
て
ふ

　

言
の
葉
を
だ
に
」（
三
九
九
・
顕
輔
）、「
哀
れ
を
か
け
て
」

（
一
一
〇
一
・
堀
川
）
と
い
っ
た
措
辞
が
散
見
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、「
あ
は
れ
」
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
よ

り
具
体
的
な
願
望
を
表
明
す
る
「
短
歌
」
も
あ
る
。

君
が
代
は　

木
高
き
松
の　

陰
な
れ
や　

栄
え
い
と
ど
も

　

と
き
は
ま
で　

木
ず
ゑ
は
る
か
に　

お
ひ
の
ぼ
り　

う

れ
し
き
事
を　

緑
な
る　

願
ひ
を
み
つ
の　

品
み
れ
ば　

そ
の
下
に
す
む　

我
ら
さ
へ　

雲
井
も
高
く　

な
り
ぬ
べ

し　

多
く
の
年
も　

お
く
れ
ど
も　

風
の
け
し
き
も　

や

は
ら
か
に　

枝
を
な
ら
さ
ぬ　

言
の
葉
は　

幾
千
と
せ
と

も　

限
ら
ざ
り
け
り
（
七
〇
〇
・
親
隆
）

　

親
隆
は
点
線
部
分
で
「
君
が
代
」
の
繁
栄
や
永
続
と
い
っ

た
〈
慶
賀
〉
の
心
を
表
し
つ
つ
、
そ
の
間
隙
に
「
願
ひ
を
み
つ

の　

品
み
れ
ば　

そ
の
下
に
す
む　

我
ら
さ
へ　

雲
井
も
高
く

　

な
り
ぬ
べ
し
」
と
、
三
位
の
下
に
位
置
す
る
自
分
た
ち
も
い

ず
れ
は
位
階
が
上
昇
す
る
で
あ
ろ
う
と
希
望
を
こ
め
て
詠
み
か

け
て
い
る
。
百
首
詠
進
時
、
親
隆
は
正
四
位
下
で
あ
り
、
そ
の

後
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
に
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
。
摂
関
家

家
司
や
院
別
当
な
ど
を
務
め
正
四
位
下
ま
で
に
昇
っ
た
親
隆
に

と
っ
て
、
公
卿
の
地
位
は
あ
と
少
し
で
手
が
届
き
そ
う
な
切
実

な
願
望
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

願
望
は
自
身
の
も
の
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
小
大
進
は
「
色

か
へ
ぬ　

竹
の
こ
ど
も
の　

末
の
代
を　

御
垣
の
う
ち
に　

移

し
植
ゑ
て　

匂
ふ
と
き
く
の　

花
な
ら
ば　

霜
を
い
た
だ
く　

老
の
身
も　

時
に
あ
ひ
た
る　

心
ち
こ
そ
せ
め
」（
一
四
〇
〇
）

と
我
が
子
の
行
く
末
に
対
す
る
願
望
を
「
短
歌
」
末
尾
に
託
し

て
い
る
。
小
大
進
の
子
に
は
、
石
清
水
別
当
光
清
を
父
に
持
つ

成
清
と
小
侍
従
が
お
り
（『
石
清
水
祠
官
家
系
図
』『
今
鏡
』）、

保
延
三
年
（
一
一
三
七
）
に
光
清
が
亡
く
な
っ
た
後
、
小
大
進

は
子
ど
も
ら
を
連
れ
て
花
園
左
大
臣
家
に
祗
候
し
て
い
た
。
有

仁
の
庇
護
の
下
、
成
清
の
元
服
が
計
画
さ
れ
た
が
石
清
水
八
幡

の
夢
告
に
よ
り
中
止
さ
れ
、
そ
の
後
成
清
は
覚
法
法
親
王
の
も

と
で
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
に
出
家
し
た
と
い
う＊＊

＊

。
久
安
三

年
（
一
一
四
七
）
に
は
有
仁
が
没
し
「
事
に
於
い
て
無
縁＊＊

＊

」（『
古

事
談
』・
第
五
・
一
一
話
）
と
な
り
成
清
は
高
野
山
へ
と
移
っ

た＊＊
＊

。
小
大
進
の
「
短
歌
」
は
子
ど
も
た
ち
の
将
来
に
明
る
い
展

望
を
見
い
だ
せ
な
い
現
状
を
踏
ま
え
た
詠
作
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
百
首
作
者
に
加
え
ら
れ
た
喜
び
や
自
詠
へ
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の
謙
遜
、
主
君
で
あ
り
主
催
者
で
あ
る
院
か
ら
与
え
ら
れ
る
恩

恵
へ
の
期
待
、
具
体
的
な
願
望
の
表
明
と
い
っ
た
特
徴
は
、

『
堀
河
百
首
』
述
懐
詠
に
は
見
ら
れ
ず
、『
久
安
百
首
』
以
前
に

催
行
さ
れ
た
社
頭
歌
合
に
お
け
る
「
述
懐＊＊

＊

」
で
も
確
認
で
き
な

い
。
一
方
、
勅
撰
集
に
入
集
し
た
長
歌
に
は
共
通
す
る
点
が
見

い
だ
せ
る
。
先
に
も
掲
げ
た
が
、『
古
今
集
』
巻
十
九
所
収
の

忠
岑
の
長
歌
（
一
〇
〇
三
）
で
は
、
卑
官
の
身
で
あ
り
な
が
ら

勅
撰
集
撰
者
に
選
ば
れ
た
光
栄
と
謙
遜
を
表
し
、
不
遇
な
ま
ま

年
を
重
ね
た
我
が
身
の
窮
状
を
訴
え
、
醍
醐
天
皇
の
御
代
が
末

永
く
続
く
の
を
長
命
を
保
っ
て
見
て
い
た
い
、
と
結
ん
で
い

た
。〈
謙
辞
〉〈
不
遇
〉〈
嘆
老
〉〈
慶
賀
〉
と
い
っ
た
述
懐
の
要

素
が
複
数
見
ら
れ
る
点
で
『
久
安
百
首
』
に
近
似
す
る
。
さ
ら

に
左
近
衛
府
か
ら
右
衛
門
府
へ
の
転
出
を
嘆
く
部
分
で
は
「
近

き
ま
も
り
の　

身
な
り
し
を　

誰
か
は
秋
の　

来
る
方
に　

あ

ざ
む
き
い
で
て　

御
垣
よ
り　

外
の
重
守
る
身
の　

御
垣
守　

長
々
し
く
も　

思
ほ
え
ず　

九
重
の　

な
か
に
て
は　

嵐
の
風

も　

聞
か
ざ
り
き　

今
は
野
山
し　

近
け
れ
ば　

春
は
霞
に　

た
な
び
か
れ　

夏
は
空
蝉　

な
き
く
ら
し　

秋
は
時
雨
に　

袖

を
貸
し　

冬
は
霜
に
ぞ　

責
め
ら
る
る
」
と
自
然
の
景
物
や
漢

語
を
和
語
に
和
ら
げ
た
措
辞
を
用
い
な
が
ら
も
具
体
的
に
窮
状

を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
忠
岑
長
歌
と
並
ん
で
『
古
今
集
』

に
収
め
ら
れ
た
貫
之
の
長
歌
は
醍
醐
天
皇
に
「
古
歌
奉
り
し

時
」
の
歌
で
、
献
上
し
た
歌
々
の
内
容
を
詠
み
込
み
つ
つ
、

「
す
べ
ら
ぎ
の　

お
ほ
せ
か
し
こ
み　

巻
巻
の　

中
に
尽
く
す

と
…
拾
ひ
集
め　

と
れ
り
と
す
れ
ど
…
漏
り
や
し
ぬ
ら
む
」

（
一
〇
〇
二
）
と
遺
漏
を
懸
念
す
る
。
先
の
忠
岑
長
歌
の
よ
う

な
具
体
的
な
願
望
は
表
明
さ
れ
な
い
も
の
の
「
昼
夜
わ
か
ず　

仕
ふ
と
て　

か
へ
り
み
も
せ
ぬ　

我
が
宿
の　

し
の
ぶ
草
生
ふ

る　

板
間
あ
ら
み　

降
る
春
雨
の　

漏
り
や
し
ぬ
ら
む
」
と
、

奉
献
す
る
歌
の
収
集
と
編
纂
に
昼
夜
を
問
わ
ず
精
励
し
た
た
め

に
疎
か
に
な
っ
た
生
活
の
窮
乏
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う

な
生
活
か
ら
の
救
済
を
婉
曲
に
願
い
出
て
い
る
も
の
と
解
せ
る
。

　
『
古
今
集
』
で
は
、
貫
之
歌
に
は
「
古
歌
奉
り
し
時
の
目
録

の
そ
の
長
歌
」、
忠
岑
歌
に
は
「
古
歌
に
加
へ
て
奉
れ
る
長
歌
」

と
い
う
詞
書
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
真
名
序
が
「
各

献
二
家
集
並
古
来
旧
歌
一
」
と
記
す
勅
撰
集
資
料
と
し
て
の
歌

集
献
上
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
久
安
百
首
』
歌

人
の
一
人
で
あ
る
清
輔
は
、
貫
之
詠
に
「
此
集
撰
之
時
召
歌

也
」（
古
今
集
勘
物＊＊

＊

）、
忠
岑
詠
に
「
同
前
」
と
注
し
て
お
り
、

『
古
今
集
』
撰
進
時
の
献
歌
と
捉
え
て
い
た
。
清
輔
以
後
も
顕

昭
（
古
今
集
注
）
や
定
家
（
顕
注
密
勘
）
に
同
様
の
解
釈
が
見

ら
れ
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
お
い
て
両
首
が
勅
撰
集
撰

進
時
の
歌
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

完
成
し
た
『
古
今
集
』
を
下
命
者
で
あ
る
醍
醐
天
皇
に
献
上

す
る
際
、
撰
者
達
が
長
歌
を
付
し
、
様
々
な
思
い
を
述
べ
る
と

い
う
構
図
は
、
百
首
末
尾
に
長
歌
に
よ
る
述
懐
を
置
き
、
下
命

者
で
あ
る
崇
徳
院
へ
献
上
す
る
と
い
う
『
久
安
百
首
』
と
一
致

す
る
。『
久
安
百
首
』「
短
歌
」
は
『
古
今
集
』
撰
者
に
よ
る
「
短

歌
」
を
念
頭
に
置
き
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

設
定
の
背
後
に
は
、
百
首
詠
進
を
命
じ
た
院
自
身
と
詠
者
た
ち
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の
関
係
を
、
醍
醐
天
皇
と
『
古
今
集
』
撰
者
の
関
係
に
擬
え
る

意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

四　
『
古
今
集
』「
短
歌
」
と
『
久
安
百
首
』「
短

歌
」
を
つ
な
ぐ
も
の

　

献
上
す
る
作
品
に
対
す
る
謙
遜
と
自
身
の
願
望
を
詠
み
こ
ん

だ
『
古
今
集
』
撰
者
の
長
歌
で
あ
っ
た
が
、
以
後
こ
の
よ
う
な

性
質
の
長
歌
は
『
久
安
百
首
』
ま
で
見
ら
れ
な
い
。
長
い
空
白

期
間
を
お
い
て
、
な
ぜ
再
び
『
久
安
百
首
』
で
こ
の
よ
う
な
長

歌
が
登
場
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、『
久
安
百
首
』
に
見
ら

れ
た
直
截
的
な
願
望
の
表
出
も
『
古
今
集
』
の
長
歌
の
表
現
方

法
と
は
些
か
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
古
今
集
』
と
『
久
安
百
首
』
の
間
隙
を
埋
め

る
も
の
と
し
て
、
詩
序
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。『
古
今
集
』

の
忠
岑
長
歌
が
漢
文
の
構
造
を
持
つ
こ
と
、
と
り
わ
け
詩
序
や

書
序
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘＊＊

＊

さ
れ
て
い
る
が
、

平
安
期
に
お
け
る
詩
序
の
作
例
数
は
長
歌
の
比
で
は
な
く
、
内

容
に
も
『
久
安
百
首
』「
短
歌
」
と
類
似
し
た
点
が
見
ら
れ
る
。

　

詩
序
と
は
詩
宴
で
作
ら
れ
た
詩
群
の
初
め
に
置
か
れ
る
序
文

の
こ
と
で
、
主
催
者
が
出
席
者
の
中
か
ら
執
筆
者
（
序
者
）
を

選
出
し
行
事
の
概
要
を
記
録
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
詩
序
は
駢

文
で
記
さ
れ
る
た
め
、
相
応
の
力
量
を
持
っ
た
儒
者
で
な
け
れ

ば
序
者
は
務
ま
ら
ず
、
序
者
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
は
大
変
な
名

誉
で
あ
っ
た
。『
本
朝
文
粋
』
で
は
十
四
巻
中
四
巻
、『
続
本
朝

文
粋
』
で
は
十
三
巻
中
三
巻
が
詩
序
に
充
て
ら
れ
、
院
政
期
に

は
詩
序
の
み
を
集
め
た
『
詩
序
集
』
も
編
纂
さ
れ
た
。
詩
序
は

平
安
中
期
以
降
、
願
文
や
申
文
以
上
に
重
要
な
文
体
と
見
な
さ

れ
て
い
た
と
言
え
る
。

　

平
安
時
代
の
詩
序
の
構
造
に
つ
い
て
、
佐
藤
道
生
氏＊＊

＊

は
三
段

か
ら
成
る
と
し
、
第
一
段
は
詩
宴
を
構
成
す
る
物
的
要
素
（
建

物
、
人
物
、
景
物
）
を
賛
美
す
る
内
容
、
第
二
段
は
詩
題
を
多

様
な
表
現
方
法
を
用
い
て
叙
述
し
、
第
三
段
は
詩
宴
が
終
わ
り

に
近
づ
い
た
こ
と
を
述
べ
、
序
者
の
謙
辞
で
締
め
く
く
る
と
い

う
の
が
一
般
的
な
形
と
す
る
。
さ
ら
に
、
第
三
段
の
謙
辞
中
で

は
序
者
が
自
ら
の
願
望
を
明
示
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
と

い
う
。
木
戸
裕
子
氏＊＊

＊

は
こ
の
第
三
段
に
あ
た
る
部
分
を
「
自
謙

句
」
と
呼
び
、
貞
観
・
延
喜
期
で
は
詩
序
の
構
成
要
素
と
し
て

必
要
不
可
欠
で
は
な
か
っ
た
自
謙
句
が
、
次
第
に
重
要
性
を
増

し
て
い
き
、
院
政
期
に
は
ほ
ぼ
全
て
の
詩
序
が
自
謙
句
を
備
え

る
に
至
る
と
す
る
。

　
『
久
安
百
首
』「
短
歌
」
に
は
「
か
か
る
み
こ
と
の　

畏
さ
に

　

入
江
の
藻
屑　

か
き
つ
め
て　

と
ま
ら
ん
跡
は　

陸
奥
の　

し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り　

乱
れ
つ
つ　

し
の
ぶ
ば
か
り
の　

節
や

無
か
ら
ん
」（
九
〇
一
・
顕
広
）
の
よ
う
に
崇
徳
院
の
下
命
に

よ
り
拙
い
作
品
を
献
上
し
た
と
自
作
を
謙
遜
す
る
表
現
が
見

ら
れ
た
が
、
詩
序
に
お
い
て
も
「
良
香
謹
奉
二
高
名
一
、
不
二
敢

違
一レ
之
。
聊
染
二
疎
毫
一
、
上
二
其
都
序
一
云
レ
爾
」（
本
朝
文
粋
・

巻
九
・
都
良
香
「
陪
二
左
丞
相
東
閣
一
聴
三
源
皇
子
初
学
二
周

易
一
」）
や
「
臣
之
不
敏
、
粗
以
叙
レ
之
。
謹
序
」（
本
朝
文
粋
・

巻
十
一
・
紀
納
言
「
惜
レ
秋
翫
二
残
菊
一
各
分
二
一
字
一
応
レ
製
」）

と
い
っ
た
自
謙
句
が
散
見
さ
れ
る
。『
久
安
百
首
』
で
は
「
葦
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根
這
ふ　

憂
き
身
の
程
を
…
松
が
枝
に　

千
代
に
一
度　

咲
く

花
の　

稀
な
る
事
に　

い
か
で
か
は　

今
日
は
あ
ふ
み
に
」

（
一
〇
〇
二
・
清
輔
）
と
不
遇
な
境
遇
な
が
ら
和
歌
詠
進
と
い

う
栄
誉
に
浴
し
た
喜
び
を
表
す
が
、
詩
序
に
お
い
て
も
「
如
レ

臣
者
、
久
積
二
草
蛍
之
耀
一
、
漸
老
二
木
雁
之
間
一
。
材
異
二
櫲

樟
一
、
待
二
七
年
一
而
有
レ
媿
、
栄
同
二
菊
蕊
一
、
楽
二
一
日
之
逢
一レ

恩
。
猥
奉
二
綸
言
一
、
敢
陳
二
縷
旨
一
云
レ
爾
。
謹
序
」（
本
朝
文

粋
・
巻
十
一
・
後
江
相
公
「
重
陽
日
侍
レ
宴
同
賦
三
寒
雁
識
二
秋

天
一
応
レ
製
」）
と
、
長
年
学
問
に
励
む
も
報
わ
れ
な
い
ま
ま
老

い
て
し
ま
っ
た
嘆
き
と
、
そ
の
よ
う
な
身
な
が
ら
重
陽
の
宴
と

い
う
晴
儀
に
参
会
で
き
た
喜
び
が
表
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
前
節
で
確
認
し
た
と
お
り
、『
久
安
百
首
』
に
は
露

骨
な
願
望
を
「
短
歌
」
に
詠
み
込
む
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
詩
序

に
お
い
て
も
「
臣
有
二
一
事
一
、
非
レ
富
非
レ
寿
。
家
貧
親
老
、

庶
不
レ
択
レ
官
云
レ
爾
」（
本
朝
文
粋
・
巻
八
・
野
美
材
「
七
夕

代
二
牛
女
一
惜
二
暁
更
一
応
レ
製
」）
の
よ
う
に
「
ど
の
よ
う
な
官

職
で
も
よ
い
か
ら
得
た
い
」
と
い
う
願
い
や
「
匡
衡
雖
下
霜
台

秋
冷
留
二
薄
命
一
以
憗
仕
上
レ
朝
。
而
風
樹
曉
驚
歎
二
微
禄
之
未
一レ

報
レ
母
。
恍
忽
如
レ
忘
。
曲
垂
二
恩
私
一
云
レ
爾
」（
江
吏
部
集
・

上
・「
七
言
。
秋
夜
陪
二
右
親
衛
員
外
亞
相
亭
子
一
守
二
庚
申
一
同

賦
二
秋
情
月
露
深
一
詩
一
首
。
幷
序
」）
と
「
弾
正
少
弼
（
霜
台
）

で
は
老
母
に
報
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
格
別
の
恩
顧
を

賜
り
た
い
」
と
い
う
主
催
者
へ
の
要
望
、「
三
席
待
レ
問
、
宿

望
繋
二
春
卿
之
蹤
一
」（
本
朝
続
文
粋
・
巻
九
・
在
良
朝
臣
「
七

言
初
冬
陪
二
右
親
衛
納
言
書
閣
一
同
賦
三
松
献
二
遐
年
寿
一
応
レ
教

詩
一
首
〈
以
レ
長
為
レ
韻
。
幷
序
〉」）
と
「
後
漢
の
桓
栄
（
春
卿
）

の
よ
う
な
侍
読
」
と
い
う
具
体
的
な
地
位
が
示
さ
れ
た
例
な
ど

が
見
ら
れ
る＊＊

＊

。

　

木
戸
裕
子
氏＊＊

＊

は
、
自
謙
句
の
内
容
が
①
自
身
の
不
才
を
述
べ

る
、
②
自
身
の
不
遇
を
託
つ
、
③
恩
恵
を
願
う
、
の
三
種
に
分

け
ら
れ
る
と
指
摘
し
、
平
安
時
代
半
ば
以
降
は
②
③
が
し
ば
し

ば
見
出
だ
さ
れ
る
こ
と
、
特
に
院
政
期
に
は
自
謙
句
の
内
容
の

類
型
化
が
進
み
、
不
遇
を
か
こ
ち
主
人
の
恩
恵
を
求
め
る
も
の

が
少
な
く
な
い
と
す
る
。

　
『
古
今
集
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
『
久
安
百
首
』
の
直
截

的
な
願
望
表
現
も
、
平
安
期
に
お
け
る
詩
序
の
表
現
か
ら
の
影

響
を
受
け
た
と
考
え
れ
ば
不
自
然
で
は
な
い
。
詩
会
と
は
、
本

来
宮
中
で
行
わ
れ
る
公
的
な
色
合
い
の
強
い
行
事
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
晴
れ
の
場
の
詩
序
で
は
、
主
催
者
が
強
く
意
識
さ

れ
、
序
者
は
自
己
を
卑
下
し
願
望
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
そ
の

よ
う
な
序
者
の
才
学
を
認
め
、
恩
恵
を
与
え
て
く
れ
た
主
催
者

を
理
想
的
に
描
き
出
し
た
と
い
う＊＊

＊

。『
久
安
百
首
』
詠
進
者
た

ち
は
「
短
歌
」
と
い
う
設
定
か
ら
、『
古
今
集
』
撰
者
の
「
短
歌
」

を
想
起
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
帝
に
奉
献
す
る
立
場
を
具
体
的
に

詠
じ
よ
う
と
し
た
時
、
こ
の
よ
う
な
詩
序
の
表
現
を
念
頭
に
置

い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

五　

お
わ
り
に

　

従
来
『
久
安
百
首
』
の
「
短
歌
」
の
先
蹤
と
し
て
は
、
ま
ず

『
堀
河
百
首
』
の
俊
頼
「
述
懐
」
長
歌
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。

『
堀
河
百
首
』
の
『
久
安
百
首
』
に
対
す
る
影
響
の
大
き
さ
は
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疑
い
よ
う
も
な
い
が
、「
短
歌
」
に
つ
い
て
は
『
古
今
集
』
撰

者
に
よ
る
「
短
歌
」
を
先
蹤
と
し
た
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

崇
徳
院
が
『
古
今
集
』「
短
歌
」
に
倣
う
述
懐
歌
を
設
定
し

た
の
は
、『
古
今
集
』
に
お
け
る
下
命
者
と
撰
者
の
関
係
を
『
久

安
百
首
』
に
お
い
て
再
現
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。『
久
安
百
首
』
下
命
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
新
し
い
勅
撰
集
（
の

ち
の
『
詞
花
集
』）
の
編
纂
も
構
想
さ
れ
て
お
り
、『
久
安
百
首
』

自
体
が
、
勅
撰
集
を
強
く
意
識
し
た
試
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

醍
醐
天
皇
を
含
め
歴
史
上
の
理
想
的
な
〈
帝
〉
の
ふ
る
ま
い
に

倣
お
う
と
し
た
崇
徳
院
の
志
向
と
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
。

　
『
古
今
集
』
仮
名
序
に
は
、
和
歌
に
よ
っ
て
人
々
の
賢
愚
を

知
り
、
理
想
的
な
君
臣
の
関
係
を
築
い
た
「
い
に
し
へ
の
世
々

の
帝
」
や
「
奈
良
の
帝
」、
そ
れ
に
比
肩
し
得
る
醍
醐
天
皇
が

描
か
れ
て
い
た
。
臣
下
の
訴
嘆
を
正
し
く
掬
い
上
げ
、
埋
も
れ

て
い
た
才
能
を
見
出
す
こ
と
は
、
為
政
者
の
理
想
的
な
ふ
る
ま

い
で
あ
っ
た
。
崇
徳
院
が
「
堀
川
の　

流
れ
を
汲
み
て
」（
久

安
百
首
・
短
歌
・
一
〇
〇
）
と
継
承
を
目
指
し
た
堀
河
天
皇

も
、
臣
下
か
ら
訴
嘆
を
受
け
憐
れ
み
を
た
れ
て
い
る
。

堀
河
院
御
時
源
俊
重
が
式
部
丞
申
し
け
る
申
文
に
そ

へ
て
、
中
納
言
重
資
卿
の
頭
弁
に
て
侍
り
け
る
と
き

つ
か
は
し
け
る

日
の
光
あ
ま
ね
き
空
の
気
色
に
も
我
身
ひ
と
つ
は
雲
隠
れ

つ
つ
（
金
葉
集
・
雑
上
・
六
〇
二
・
俊
頼
）

こ
れ
を
奏
し
け
れ
ば
、
内
侍
周
防
を
召
し
て
こ
れ
が

返
し
せ
よ
と
仰
せ
言
あ
り
け
れ
ば
つ
か
う
ま
つ
れ
る

何
か
思
ふ
春
の
嵐
に
雲
晴
れ
て
さ
や
け
き
か
げ
は
君
の
み

ぞ
見
ん
（
同
・
六
〇
三
・
周
防
内
侍
）

俊
重
の
申
文
に
俊
頼
が
詠
じ
た
述
懐
歌
を
添
え
て
奉
っ
た
と
こ

ろ
、
望
み
が
叶
う
だ
ろ
う
と
い
う
返
歌
を
賜
っ
た
と
い
う
。

『
散
木
奇
歌
集
』
に
は
俊
重
が
そ
の
後
式
部
丞
に
任
じ
ら
れ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
行
宗
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
述
懐
歌
（
金
葉
集
・
雑
上
・
五
二
二
）
や
堀
河
天
皇
が
俊

頼
の
嘆
き
を
聞
き
、
花
鬘
の
寄
進
を
免
除
し
た
と
い
う
逸
話

（『
今
鏡
』・
す
べ
ら
ぎ
の
中
・
玉
章
）
も
残
さ
れ
て
い
る
。『
今

鏡
』
の
逸
話
が
事
実
を
伝
え
る
も
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
平
安
末
期
に
す
で
に
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
。
早
す
ぎ
る
死
と
相
ま
っ
て
、
堀
河
天
皇
は
理

想
的
な
〈
帝
〉
と
し
て
様
々
な
形
で
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
。

　

崇
徳
院
も
臣
下
か
ら
様
々
な
述
懐
歌
が
寄
せ
ら
れ
て
い

た
。
清
輔
は
和
歌
に
よ
っ
て
た
び
た
び
昇
進
を
願
い
（『
袋
草

紙
』）、
俊
成
は
『
久
安
百
首
』
の
部
類
の
際
に
次
の
よ
う
な
還

昇
を
望
む
歌
を
贈
り
、
叶
え
ら
れ
て
い
る
。

四
品
に
叙
し
て
の
ち
崇
徳
院
の
御
か
た
の
還
昇
は
い

ま
だ
申
さ
ざ
り
し
比
、
百
首
の
歌
部
類
し
て
た
て
ま

つ
る
べ
き
よ
し
お
ほ
せ
ら
れ
た
り
し
次
に
奉
り
し

雲
井
よ
り
な
れ
し
山
路
を
い
ま
さ
ら
に
霞
へ
だ
て
て
嘆
く

春
か
な
（
長
秋
詠
藻
・
三
六
九
）

御
返
し
は
な
く
て
還
昇
を
仰
せ
く
だ
す
よ
し
仰
せ
ら

れ
た
り
け
る
、
教
長
か
き
た
て
ま
つ
る
な
り

　
『
山
家
集
』
に
は
崇
徳
院
の
勘
気
を
蒙
っ
た
「
ゆ
か
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り
あ
り
け
る
人
」
の
た
め
に
西
行
が
院
へ
「
許
し
た
ぶ

べ
き
よ
し
」
を
申
し
入
れ
た
際
の
院
と
西
行
の
贈
答
歌

（
一
一
六
三
・
一
一
六
四
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。『
風
雅
集
』

雑
上
に
は
除
目
の
頃
に
不
遇
を
訴
嘆
し
た
行
宗
と
の
贈
答
歌

（
一
四
四
九
・
一
四
五
〇
）
が
、『
今
鏡
』（
す
べ
ら
ぎ
の
中
・
春

の
調
）
に
は
、
行
宗
の
叙
三
位
を
願
い
鳥
羽
院
へ
自
ら
歌
を

送
っ
た
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
院
は
在
位
中
か
ら
歌

会
で
臣
下
に
「
述
懐
」
題
を
た
び
た
び
詠
ま
せ
て
い
た
（
詞
花

集
・
雑
下
・
三
七
七
、
千
載
集
・
雑
中
・
一
〇
七
七
、
成
通

集
・
三
八
）。

　

崇
徳
院
は
臣
下
か
ら
幾
度
も
訴
嘆
を
受
け
、
か
つ
院
自
身
も

述
懐
歌
を
詠
ま
せ
、
時
に
は
寄
せ
ら
れ
た
願
い
を
聞
き
届
け
る

と
い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
た
。『
久
安
百
首
』
に
お
け
る
「
短

歌
」
設
定
も
、
こ
の
よ
う
な
理
想
的
な
〈
帝
〉
を
志
向
し
た
ふ

る
ま
い
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
百
首

作
者
に
選
ば
れ
た
歌
人
た
ち
が
、『
古
今
集
』
撰
者
の
長
歌
だ

け
で
な
く
、
主
催
者
の
徳
を
讃
え
詠
作
の
会
を
賛
美
し
、
謙
辞

や
具
体
的
願
望
を
表
す
詩
序
の
手
法
を
「
短
歌
」
に
取
り
入
れ

た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
院
の
志
向
を
理
解
し
、〈
帝
〉
の
命
に

応
じ
て
奉
る
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
模
索
し
た
結
果
と
考
え
ら

れ
る
。

＊
１　
『
古
来
風
体
抄
』
は
歌
論
歌
学
集
成
第
七
巻
（
三
弥
井

書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

＊
２　

松
野
陽
一
「
組
題
構
成
意
識
の
確
立
と
継
承
―
白
河
院

期
か
ら
崇
徳
院
期
へ
―
」（『
鳥
帚
―
千
載
集
時
代
和
歌
の

研
究
』
風
間
書
房
、
一
九
九
五
年
）

＊
３　

注
２
参
照

＊
４　
『
古
今
集
』
巻
十
九
・
雑
体
に
「
短
歌
」
と
い
う
名
称

で
、
長
歌
及
び
反
歌
が
六
首
収
め
ら
れ
て
お
り
、『
拾
遺

集
』
巻
九
・
雑
下
で
は
「
な
が
う
た
」
と
し
て
長
歌
・

反
歌
が
六
首
、『
久
安
百
首
』
以
後
も
『
千
載
集
』
巻

十
九
・
雑
下
に
「
雑
体
・
短
歌
」
と
し
て
、
長
歌
・
反
歌

が
四
首
収
載
さ
れ
て
い
る
。

＊
５　

拙
稿
「『
久
安
百
首
』
の
羈
旅
歌
」（『
国
語
と
国
文
学
』

86-

１
、
二
〇
〇
九
年
一
月
）

＊
６　

久
保
田
淳
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
七
三
年
）

＊
７　

井
上
宗
雄
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
』
増
補
版
（
笠

間
書
院
、
一
九
八
八
年
）

＊
８　

久
保
木
哲
夫
「
長
歌
と
そ
の
意
味
」（『
折
の
文
学　

平

安
和
歌
文
学
論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）

＊
９　

藤
岡
忠
美
『
平
安
和
歌
史
論
―
三
代
集
時
代
の
基
調

―
』（
桜
楓
社
、
一
九
六
六
年
）

＊
10　

小
川
豊
生
「
和
歌
と
帝
王
―
述
懐
論
序
説
あ
る
い
は
抒

情
の
政
治
学
へ
向
け
て
―
」（『
和
歌
の
力
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五
年
）

＊
11　

峯
岸
義
秋
「
歌
合
に
お
け
る
述
懐
の
歌
」（『
平
安
時
代

和
歌
文
学
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
六
五
年
）、
田
尻
嘉

信
「
述
懐
の
歌
に
つ
い
て
―
「
有
心
」
と
の
関
聨
―
」
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（『
和
歌
文
学
研
究
』
11
、
一
九
六
一
年
五
月
）、
内
田
徹

「
述
懐
歌
の
形
成
」（『
文
芸
と
批
評
』
６
、一
九
八
七
年
三

月
）、
小
野
泰
央
「『
大
江
千
里
集
』「
詠
懐
」
部
と
「
添

ふ
る
歌
」
―
そ
の
表
現
と
主
題
に
つ
い
て
―
」（『
和
歌
文

学
研
究
』
76
、
一
九
九
八
年
六
月
）、
注
10
小
川
論
考
ほ

か
。

＊
12　

内
藤
愛
子
「
堀
河
百
首
題
述
懐
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
教

大
学
女
子
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
』
26
、
一
九
八
二
年

十
二
月
）

＊
13　

注
12
内
藤
論
考
参
照
、『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』「
述

懐
」
の
項
（
渡
部
泰
明
執
筆
、
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）

＊
14　

注
12
参
照

＊
15　

注
10
参
照

＊
16　

注
11
内
田
論
考
参
照

＊
17　

峯
岸
義
秋
「
歌
合
に
お
け
る
述
懐
の
歌
」（『
平
安
時
代

和
歌
文
学
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
六
五
年
）

＊
18　

同
年
催
行
さ
れ
た
「
賀
陽
院
水
閣
歌
合
」
で
勝
利
し
た

左
方
人
が
「
述
懐
和
歌
」
を
各
々
一
首
奉
献
し
た
も
の
。

「
志
し
祈
る
験
の
か
ひ
あ
り
て
嬉
し
く
あ
へ
る
住
吉
の

松
」（
源
実
基
）
の
よ
う
に
住
吉
神
の
神
慮
を
喜
び
感
謝

す
る
内
容
が
多
く
見
ら
れ
る
。

＊
19　

こ
の
よ
う
な
発
想
は
実
清
や
公
能
の
よ
う
な
歌
歴
の
浅

い
若
い
作
者
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
堀
川
な
ど
の
老

練
な
歌
人
に
も
見
い
だ
せ
る
。

＊
20　
『
大
日
本
史
料
』
正
治
元
年
八
月
二
七
日
所
引
「
菊
大

路
文
書
」、『
古
事
談
』
第
五
・
一
一
話
。

＊
21　

引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
談
』（
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
五
年
）

＊
22　

小
侍
従
は
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
頃
、
二
条
天
皇
に

出
仕
し
始
め
る
。

＊
23　

注
11
峯
岸
論
考
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
述
懐
」
題
は

『
堀
河
百
首
』
以
後
、
社
頭
歌
合
の
歌
題
と
し
て
定
着
す

る
よ
う
に
な
る
。『
久
安
百
首
』
以
前
に
は
「
西
宮
歌
合
」

「
南
宮
歌
合
」「
大
治
三
年
住
吉
歌
合
」
で
「
述
懐
」
題
が

設
題
さ
れ
て
い
る
が
、
不
遇
沈
淪
は
詠
ま
れ
る
も
の
の
、

具
体
的
な
願
望
を
神
に
訴
え
る
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

＊
24　

覆
刻
日
本
古
典
文
学
館
『
古
今
和
歌
集　

清
輔
本
』（
日

本
古
典
文
学
会
、
一
九
七
三
年
）
を
翻
刻
。

＊
25　

竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
右
文
書
院
、

一
九
七
六
年
）、
注
11
小
野
論
考
参
照

＊
26　

佐
藤
道
生
「
平
安
時
代
の
詩
序
に
関
す
る
覚
書
」（『
平

安
文
学
史
論
考
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）

＊
27　

木
戸
裕
子
「
平
安
詩
序
の
形
式
―
自
謙
句
の
確
立
を
中

心
と
し
て
―
」（『
語
文
研
究
』
69
、
一
九
九
〇
年
六
月
）

＊
28　

注
26
、
27
参
照

＊
29　

注
27
参
照

＊
30　

注
27
参
照

※
『
久
安
百
首
』
の
本
文
は
個
人
別
百
首
本
の
諸
本
の
中
で
最

善
本
と
さ
れ
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
（
一
五
五
・
三
六
）
を
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用
い
、
必
要
に
応
じ
て
他
本
で
校
訂
を
行
っ
た
。
歌
番
号

は
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
番
号
を
用
い
た
。
そ
れ
以
外
の
和

歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。『
本
朝
文
粋
』
は
新
日

本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）、『
続
本
朝

文
粋
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九

年
）、『
江
吏
部
集
』
は
『
群
書
類
従
』
第
九
輯
（
続
群
書
類

従
完
成
会
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
適
宜
漢
字
を

あ
て
、
句
読
点
・
濁
点
・
返
り
点
を
補
う
な
ど
表
記
を
改
め

た
箇
所
が
あ
る
。

　

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
（
若
手
研
究
（
Ｂ
）24720097

）
に

よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
本
学
准
教
授
）
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