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一
、
は
じ
め
に

　

延
喜
二
十
一
年
（
九
二
一
）
三
月
七
日
、
宇
多
法
皇
は
春
日
神
社
を
参
詣
、

京
極
御
息
所
（
藤
原
褒
子
）
と
そ
の
所
生
雅
明
親
王
を
伴
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ

大
和
守
の
藤
原
忠
房
が
、
二
十
首
の
歌
を
献
じ
た
。
御
幸
の
後
、
二
十
首
に
対

す
る
返
歌
を
女
官
た
ち
が
詠
み
、
左
右
の
方
に
分
か
ち
、
さ
ら
に
夏
の
恋
の
二

番
を
加
え
て
、
都
合
二
十
二
番
の
歌
合
と
し
て
披
講
し
た
。
こ
れ
が
、
京
極
御

息
所
歌
合
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
合
は
、
贈
歌
に
対
す
る
返
歌
を
左
右
に
分
け
て
番
え
る
、
返
歌
合
と

い
う
特
殊
な
形
式
で
あ
り
、
そ
の
初
例
と
な
る
。
こ
の
形
式
は
後
に
、
天
暦
二

年
（
九
四
八
）
に
行
わ
れ
る
陽
成
院
一
宮
姫
君
達
歌
合
に
継
承
さ
れ
る
が
）
1
（

、
類

例
は
ご
く
少
な
い
。
研
究
史
的
に
は
、
ま
ず
日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
合
集
』

（
以
下
、
旧
大
系
）
2
（

）
に
お
い
て
頭
注
・
訳
が
施
さ
れ
、
西
山
秀
人
・
岡
田
博
子
・

小
池
博
明
が
注
釈
を
行
っ
て
い
る
）
3
（

。
返
歌
合
と
い
う
、
特
殊
な
形
態
を
持
つ
こ

の
歌
合
に
お
い
て
、
歌
合
と
い
う
晴
の
性
質
と
、
贈
答
と
い
う
褻
の
性
質
と
が
、

ど
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
で
成
立
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
当
該
歌
合

の
和
歌
史
的
位
置
づ
け
を
、
主
と
し
て
表
現
面
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

二
、
京
極
御
息
所
歌
合
に
つ
い
て

　

京
極
御
息
所
歌
合
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
確
認
を
し
て
お
く
。
十
巻
本
の
仮

名
日
記
部
分
か
ら
の
引
用
を
、
以
下
「　

」
を
付
し
て
示
す
。
な
お
、
本
文
は

旧
大
系
に
よ
る
。

　

延
喜
二
十
一
年
三
月
七
日
、
京
極
御
息
所
褒
子
（
以
下
、
褒
子
）
は
宇
多
法

皇
（
以
下
、
宇
多
）
と
と
も
に
春
日
神
社
に
参
詣
し
た
。
大
和
守
で
あ
る
藤
原

忠
房
が
接
待
し
、「
筐
を
い
と
を
か
し
げ
に
作
り
て
、
御
菓
子
い
れ
た
り
。
廿

な
む
、
あ
り
け
る
御
車
に
入
る
ゝ
。
色
紙
に
書
き
て
、
歌
ど
も
を
な
む
つ
け
た

り
け
る
」
と
い
う
趣
向
が
あ
っ
た
。「
い
と
を
か
し
げ
」
に
作
っ
た
籠
に
は
「
御

菓
子
」
を
入
れ
、
そ
れ
が
二
十
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
事
は
盛
大
で
あ
る
。
色

京
極
御
息
所
歌
合
の
位
置

田
　
原
　
加
奈
子
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紙
に
書
い
た
歌
が
付
け
て
あ
っ
た
と
い
う
。
本
文
を
見
る
と
、
十
三
番
の
返
歌

合
を
行
っ
た
後
、「
十
宮
の
御
車
に
入
れ
た
る
」
と
あ
る
の
で
、
二
十
の
う
ち

七
つ
は
「
十
宮
」、
つ
ま
り
雅
明
親
王
）
4
（

の
御
車
に
入
れ
ら
れ
た
と
わ
か
る
。
旧

大
系
の
注
に
は
「
親
王
は
、
御
幸
当
時
の
延
喜
二
十
一
年
三
月
に
は
、
ま
だ
初

誕
生
前
で
あ
っ
た
か
ら
、
母
尚
侍
と
一
緒
に
春
日
に
行
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」

と
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
御
幸
の
当
日
に
は
「
さ
う
ざ
う
し
く
て
」
返
歌
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
の
で
、
帰
京
後
、
女
官
を
左
右
に
方
を
分
か
ち
、
歌
を
詠
ま
せ

て
合
わ
せ
た
と
い
う
。
左
の
頭
は
「
帝
の
御
女
源
氏
」
す
な
わ
ち
源
順
子
、
右

の
頭
は
「
御
息
所
の
御
妹
五
君
」
す
な
わ
ち
藤
原
時
平
五
女
で
あ
っ
た
。
判
者

は
、
事
の
発
端
を
な
し
た
贈
歌
主
の
忠
房
を
、
大
和
か
ら
召
し
た
。
忠
房
は
延

喜
十
三
年
（
九
一
三
）
に
行
わ
れ
た
亭
子
院
歌
合
の
折
、「
忠
房
や
さ
ぶ
ら
ふ
」

と
宇
多
が
尋
ね
、「
さ
ぶ
ら
は
ず
」
と
不
在
を
告
げ
ら
れ
た
宇
多
が
物
足
り
な

く
思
わ
れ
た
と
記
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
ご
と
く
、
宇
多
の
寵
臣
で
あ
る
。
そ
の

忠
房
が
判
者
を
務
め
る
の
だ
か
ら
、
さ
ぞ
宇
多
に
と
っ
て
期
待
の
高
い
歌
合
で

あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
講
師
は
左
が
伊
衡
、
右
が
紀
淑
光
で
、
左
右
そ
れ
ぞ
れ

赤
色
、
青
色
を
基
調
と
し
た
衣
装
を
ま
と
い
統
一
感
を
演
出
、
洲
浜
の
趣
向
も

凝
ら
さ
れ
、
盛
大
な
催
し
で
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
次
第
を
閲
す
る
と
、
所
役
の
役
割
も
細
か
く
設
定
さ
れ
、
衣
装

や
洲
浜
に
い
た
る
ま
で
周
到
に
準
備
さ
れ
た
歌
合
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
こ
の

歌
合
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
和
歌
が
詠
ま
れ
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持

ち
、
そ
し
て
こ
の
歌
合
は
和
歌
史
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
忠
房
が
贈
っ
た
歌
、
女
官
た
ち
の
返
歌
を
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
き

た
い
。

三
、
忠
房
の
贈
歌
（
本
歌
）

　

ま
ず
忠
房
か
ら
献
上
さ
れ
た
和
歌
（
以
下
、
本
歌
）
を
み
る
。
本
歌
は
二
十

首
。
そ
の
う
ち
躬
恒
の
代
作
と
さ
れ
る
も
の
が
七
首
あ
る
が
、
以
下
、
そ
れ
ら

も
含
め
本
歌
と
す
る
。
う
ち
十
三
首
は
「
御
車
」（
褒
子
の
御
車
）
へ
、
七
首

は
「
十
宮
の
御
車
」（
親
王
の
御
車
）
へ
入
れ
ら
れ
た
。

　

本
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
る
語
句
を
一
覧
す
る
と
【
表
１
】
の
よ
う
に
な
り
、
最

も
多
い
の
は
「
春
日
（
野
／
山
）」
の
十
四
例
で
あ
る
。
春
日
神
社
へ
の
参
詣

の
折
で
、
当
然
と
も
言
え
る
。
次
に
多
い
の
が
「
桜
（
花
）」
の
八
例
。
続
い

て
「
三
笠
山
」、「
春
」、「
君
」、「
御
幸
」
の
四
例
。
季
節
を
示
す
語
や
、
御
幸

に
直
結
す
る
語
句
が
詠
ま
れ
る
。「
春
日
山
は
花
山
、
若
草
山
、
三
笠
山
な
ど
の
、

春
日
大
社
の
背
後
に
連
な
る
山
全
体
を
称
す
る
）
5
（

」
と
言
わ
れ
、「
三
笠
山
」
は

「
春
日
（
野
／
山
）」
の
一
部
と
考
え
る
と
、
最
も
多
く
詠
ま
れ
る
の
は
御
幸
の

地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
季
節
の
景
物
と
し
て
「
桜
（
花
）」
が
詠
ま

れ
る
と
い
う
形
式
が
基
本
の
よ
う
だ
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
を
確
認
し
て
い
く
と
、
お
お
む
ね
①
御
幸
賛
美
、
②
土
地

褒
め
、
③
景
物
褒
め
、
④
女
官
賛
美
に
大
別
で
き
る
。
②
土
地
褒
め
と
③
景
物

褒
め
は
相
互
に
重
な
り
あ
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
を
考
え
る
と
当
然
、

②
③
④
の
主
題
を
詠
む
こ
と
で
①
御
幸
賛
美
を
意
味
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
歌
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数
と
し
て
は
①
御
幸
賛
美
の
み
を
詠
じ
た
も
の
が
最
も
多
い
が
、
②
土
地
褒
め
、

③
景
物
褒
め
、
④
女
官
賛
美
の
歌
を
本
歌
の
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
以
下
に
挙

げ
確
認
し
て
い
く
。
ま
ず
土
地
褒
め
と
見
ら
れ
る
歌
。

　

  

さ
く
ら
ば
な
御
蓋
の
山
の
か
げ
し
あ
れ
ば
ゆ
き
と
ふ
る
と
も
ぬ
れ
じ
と

ぞ
お
も
ふ 

（
四
）

桜
を
雪
に
見
立
て
る
こ
と
と
、
三
笠
山
を
宇
多
の
天
蓋
と
見
立
て
る
こ
と
が
同

時
に
行
わ
れ
て
い
る
。
景
物
と
し
て
三
笠
山
の
桜
を
詠
む
と
い
う
組
み
合
わ
せ

は
本
歌
二
十
首
中
八
首
に
見
ら
れ
、
多
く
を
占
め
る
が
、
実
は
和
歌
史
上
に
こ

の
組
み
合
わ
せ
を
見
た
と
き
、
そ
の
用
例
は
多
く
な
い
。
万
葉
集
に
、

春
日
な
る
三
笠
の
山
に
月
も
い
で
ぬ
か
も
さ
き
や
ま
に
さ
け
る
さ
く
ら
の

花
の
み
ゆ
べ
く 

（
巻
十
・
一
八
八
七
）

と
の
例
が
あ
り
、
同
歌
は
古
今
六
帖
（
第
四
・
二
五
一
二
）
に
も
載
る
。
ま
た
、

宰
相
中
将
君
達
春
秋
歌
合
に
、

さ
く
ら
さ
く
み
か
さ
の
山
の
か
は
ゆ
み
を
春
の
ま
と
ゐ
に
い
る
と
こ
そ
み

れ 

（
九
四
）

祐
子
内
親
王
家
歌
合
に
、

さ
け
ば
な
ほ
き
て
み
る
べ
き
は
か
す
み
た
つ
み
か
さ
の
や
ま
の
さ
く
ら
な

り
け
り 

（
四
番
右
・
範
永
）

と
詠
ま
れ
る
例
が
あ
る
程
度
だ
。「
三
笠
山
」
を
詠
む
場
合
、名
義
の
縁
で
「
傘
」

を
掛
け
て
詠
み
、
古
今
集
の

あ
ま
の
原
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も

 

（
羇
旅
・
四
〇
六
・
仲
麻
呂
）

の
影
響
か
ら
「
月
」
を
合
わ
せ
詠
む
こ
と
が
よ
く
見
ら
れ
る
の
が
、
基
本
線
で

あ
る
。『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
）
6
（

』
は
、

【
表
１
】　

本
歌
に
詠
ま
れ
た
素
材

素　

材

御　
　

車

十
宮
の
御
車

用
例
数

▽
場
所

　

春
日
（
野
／
山
）
1
10
16
19
25
31
34
37
40
43
49
52
55
58

14

　

三
笠
山

4
7
28

55

4

　

ふ
る
さ
と

13
34

49

3

　

ふ
る
き
み
や
こ

22
25

2

▽
春
の
景
物

　

春

19
31
34

55

4

　

桜
（
花
）

4
7
10
13
16
28
37

58

8

　

う
ぐ
ひ
す

16

1

　

若
菜

19

1

　

若
紫

40

1

　

春
風

46

1

　

青
山
（
襖
山
）

46

1

　

春
霞

52

1

▽
人

　

み
や
こ
び
と

52

1

　

八
乙
女

1

1

　

神
（
の
き
ね
）

1
10

2

　

君

13
19
25
31

4

　

野
守

19

1

▽
ほ
か

　

御
幸

7
16
31

49

4

＊
１　

表
中
の
数
字
は
歌
番
号

＊
２　

ア
ミ
カ
ケ
は
躬
恒
の
代
作
と
見
ら
れ
る
歌
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『
万
葉
集
』
巻
三
に
山
部
赤
人
が
春
日
野
に
登
っ
て
作
っ
た
「
高
座
｛
た

か
く
ら
｝
の
三
笠
の
山
に
鳴
く
鳥
の
…
」（
三
七
三
・
三
七
六
）
が
あ
り
、

「
高
座
の
」
は
三
笠
の
枕
詞
、
天
皇
の
玉
座
（
高
御
座
）
に
は
天
蓋
が
あ

る
の
で
「
三
笠
」
に
掛
け
た
。
ま
た
、
同
じ
く
巻
八
に
大
伴
家
持
の
「
大

君
の
三
笠
の
山
の
秋
黄
葉
｛
も
み
ぢ
ば
｝
は
…
」（
一
五
五
四
・
一
五
五
八
）

な
ど
が
あ
る
。
山
名
は
天
皇
な
ど
高
貴
な
人
に
さ
し
か
け
る
天
蓋
の
意
で

あ
っ
た
。

と
記
す
。
忠
房
の
本
歌
は
、
三
笠
山
を
宇
多
の
天
蓋
と
見
立
て
、
そ
の
「
か
げ
」

に
あ
る
の
で
濡
れ
な
い
と
、「
傘
」
と
掛
け
つ
つ
、
同
時
に
天
蓋
の
イ
メ
ー
ジ

を
も
内
包
し
て
お
り
）
7
（

、
三
笠
山
を
賛
美
す
る
が
そ
れ
は
同
時
に
宇
多
の
御
幸
賛

美
と
な
っ
て
い
る
。
宇
多
の
来
駕
を
喜
び
、
桜
の
舞
い
散
る
情
景
を
、
仮
に
こ

れ
が
本
当
の
雪
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宇
多
の
御
蔭
に
よ
り
濡
れ
る
こ
と
も
な

い
と
い
い
、
桜
の
美
し
さ
を
賛
美
し
な
が
ら
、
御
幸
を
賛
美
す
る
こ
と
を
兼
ね

て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
当
地
の
桜
を
詠
む
、
③
景
物
褒
め
の
歌
を
見
て

み
よ
う
。

　

  

や
へ
た
て
る
御
蓋
の
山
の
し
ら
く
も
は
み
ゆ
き
さ
ぶ
ら
ふ
さ
く
ら
な
り

け
り 

（
七
）

三
笠
山
に
見
え
る
白
雲
は
桜
だ
っ
た
の
だ
、
と
桜
を
白
雲
と
見
立
て
る
が
、
こ

の
見
立
て
は
古
今
集
以
来
多
く
の
例
が
あ
る
）
8
（

。
そ
し
て
こ
の
桜
は
、
御
幸
を
迎

え
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
と
詠
嘆
す
る
こ
と
で
、
御
幸
賛
美
と
な
る
。

　

三
笠
山
の
桜
を
詠
む
例
が
少
な
い
よ
う
に
、「
春
日
山
」
の
桜
は
万
葉
集
に

み
わ
た
せ
ば
か
す
が
の
の
へ
に
か
す
み
た
ち
さ
き
に
ほ
へ
る
は
さ
く
ら
ば

な
か
も 

（
巻
十
・
一
八
七
二
）

が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
さ
ら
に
用
例
は
少
な
い
。
本
歌
に
は
次
の
よ
う
に
み
え

る
。

　

  

う
ぐ
ひ
す
の
な
き
つ
る
な
へ
に
春
日
野
の
け
ふ
の
み
ゆ
き
を
は
な
と
こ

そ
み
れ 

（
一
六
）

「
み
雪
」
と
「
御
幸
」
の
掛
詞
が
は
た
ら
く
が
、
当
日
（
三
月
七
日
）
雪
が
実

景
と
し
て
存
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
初
句
二
句
「
う
ぐ
ひ
す
の
な
き
つ
る
」

は
既
に
春
が
到
来
し
た
こ
と
を
示
す
。
三
月
な
の
だ
か
ら
晩
春
。
そ
の
春
日
野

を
訪
れ
た
今
日
の
「
み
ゆ
き
」
を
「
は
な
」
と
見
る
、
と
い
う
。「
は
な
と
こ

そ
み
れ
」
は
「
花
（
栄
光
）
だ
と
見
る
こ
と
で
す
よ
」（
旧
大
系
）
と
訳
さ
れ

る
が
、
こ
の
「
は
な
」
は
当
然
、
桜
の
景
を
含
み
、
か
つ
御
息
所
を
伴
っ
た
御

幸
が
盛
大
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
桜
の
花
の
愛
で
方
が
、
ひ
と
つ
の
花
に
注
目

す
る
の
で
は
な
く
、
咲
き
乱
れ
る
桜
の
木
々
を
一
帯
に
眺
め
愛
で
る
ご
と
く
、

御
幸
に
随
行
し
た
褒
子
お
よ
び
女
官
た
ち
の
華
や
か
さ
を
賛
美
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
同
じ
く
「
は
な
」
と
賛
美
す
る
本
歌
が
も
う
一
首
あ
り
、
こ
れ
は
女
官

賛
美
を
通
じ
た
御
幸
賛
美
と
な
っ
て
い
る
。

　

  

ち
は
や
ぶ
る
春
日
の
原
に
こ
き
ま
ぜ
て
は
な
と
も
み
ゆ
る
か
み
の
き
ね

か
な 

（
一
〇
・
躬
恒
）
9
（

）

「
き
ね
」
は
「
神
に
仕
え
神
楽
や
占
い
を
す
る
女
性
、
ま
た
は
男
性
）
10
（

」
で
あ
り
、

「
か
み
の
き
ね
」
は
神
事
に
仕
え
る
巫
女
の
こ
と
だ
が
、
御
幸
に
供
奉
す
る
女

官
た
ち
が
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
青
々
と
し
た
春
日
の
原
に
咲
き
乱

れ
る
桜
の
花
と
い
う
、
色
彩
の
対
比
を
想
起
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
。「
こ
き
ま
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ぜ
て
」
の
句
は
素
性
の
、

み
わ
た
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
宮
こ
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る

 

（
古
今
集
・
春
上
・
五
六
）

の
歌
と
同
様
の
視
点
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。「
は
な
」
と
見
立
て
る
の

は
「
か
み
の
き
ね
」
で
あ
り
、
御
幸
に
供
奉
す
る
女
官
た
ち
の
華
々
し
さ
が
暗

示
さ
れ
る
。
他
に
、「
は
な
」
と
は
見
立
て
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、「
か
み
の
き

ね
」
の
表
現
と
重
な
る
「
や
を
と
め
」
を
用
い
た
本
歌
が
あ
る
。

　

  

め
づ
ら
し
き
け
ふ
の
春
日
の
や
を
と
め
を
か
み
も
こ
ひ
し
と
し
の
ば
ざ

ら
め
や 

（
一
）

「
め
づ
ら
し
き
け
ふ
の
か
す
が
の
」
は
御
幸
の
光
栄
を
言
う
。「
や
を
と
め
」

は
神
事
に
仕
え
る
八
人
の
少
女
を
指
し
、
旧
大
系
の
注
に
あ
る
よ
う
に
、
褒
子

ら
の
車
に
入
れ
ら
れ
た
歌
で
あ
る
か
ら
、
供
奉
の
女
官
た
ち
を
な
ぞ
ら
え
て
い

よ
う
）
11
（

。
そ
れ
を
、（
春
日
神
社
の
）
神
も
恋
い
慕
う
だ
ろ
う
と
い
い
、
賛
美
を

表
出
す
る
。

　

以
上
に
挙
げ
た
の
は
褒
子
ら
の
車
に
入
れ
ら
れ
た
本
歌
だ
が
、「
十
宮
の
御

車
」
へ
入
れ
ら
れ
た
七
首
の
歌
を
見
る
と
、
そ
の
第
一
首
に
は
、

　

  

こ
と
し
よ
り
に
ほ
ひ
そ
む
め
り
春
日
野
の
わ
か
む
ら
さ
き
に
て
で
な
ふ

れ
そ
も 

（
四
〇
）

が
あ
る
。「
こ
と
し
よ
り
に
ほ
ひ
そ
む
め
り
」、「
わ
か
む
ら
さ
き
」
の
語
句
は
、

御
幸
当
日
、
ま
だ
誕
生
か
ら
一
年
に
満
た
ぬ
親
王
を
指
し
て
い
よ
う
。「
若
紫
」

の
語
は
、

か
す
が
の
の
わ
か
む
ら
さ
き
の
す
り
衣
し
の
ぶ
の
み
だ
れ
か
ぎ
り
し
ら
れ

ず 

（
伊
勢
物
語
・
初
段
）

む
さ
し
の
に
い
ろ
や
か
よ
へ
る
ふ
ぢ
の
は
な
わ
か
む
ら
さ
き
に
そ
め
て
み

ゆ
ら
む 

（
亭
子
院
歌
合
・
二
九
）

な
ど
が
先
行
す
る
程
度
で
、
ま
だ
珍
し
い
表
現
で
あ
る
。
以
降
の
六
首
に
親
王

を
示
す
表
現
は
見
ら
れ
ず
、
御
幸
全
体
を
賛
美
す
る
和
歌
が
続
い
て
い
く
。
親

王
の
も
と
に
贈
ら
れ
た
第
一
首
に
、
意
図
し
て
親
王
の
存
在
を
詠
み
こ
む
表
現

が
あ
る
が
、
褒
子
の
御
車
に
差
し
入
れ
ら
れ
た
第
一
首
に
は
、
御
幸
供
奉
の
女

官
た
ち
を
暗
示
す
る
詠
が
置
か
れ
て
い
た
。
忠
房
の
献
上
歌
は
、
当
初
か
ら
贈

呈
す
る
相
手
と
し
て
女
官
た
ち
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。

四
、
女
官
賛
美
の
意
図

　

忠
房
が
献
じ
た
和
歌
が
、
こ
の
よ
う
な
賛
美
を
遇
し
て
い
る
意
味
は
、
奈
辺

に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
既
述
の
通
り
、
当
日
の
模
様
は
仮
名
日
記
に
詳
し
い
。
和

歌
献
上
は
忠
房
の
も
て
な
し
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
和
歌
が
ど
の
よ
う
に
献
上

さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、「
を
か
し
げ
」
に
作
ら
れ
た
籠
に
「
御
菓
子
（
く
だ
も

の
）」
と
と
も
に
色
紙
に
書
か
れ
た
和
歌
が
付
さ
れ
る
形
で
あ
っ
た
。「
く
だ
も

の
」
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
説
明
は
な
く
、
和
歌
に
も
表
さ
れ
な
い
が
、
三
月

と
い
う
季
節
柄
、
梅
子
（
う
め
）
や
枇
杷
子
（
び
わ
）
が
想
像
で
き
よ
う
か
）
12
（

。

そ
れ
が
二
十
個
も
あ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
贈
り
物
と
し
て
は
壮
観
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
ら
は
御
車
の
中
へ
入
れ
ら
れ
、
女
官
た
ち
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
た
。

　

和
歌
を
物
に
付
し
て
贈
る
と
い
う
の
は
例
に
尽
き
な
い
こ
と
だ
が
、「
を
か
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し
げ
」
に
作
ら
れ
た
籠
と
い
う
設
定
や
二
十
も
の
数
が
あ
る
こ
と
を
想
像
す
る

と
、
こ
の
構
図
は
、
歌
合
の
洲
浜
さ
な
が
ら
で
あ
る
。
洲
浜
に
和
歌
を
付
け
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
亭
子
院
歌
合
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

歌
は
、
か
す
み
の
は
や
ま
に
つ
け
た
り
、
う
ぐ
ひ
す
の
は
花
に
つ
け
た
り
、

ほ
と
と
ぎ
す
の
は
う
の
は
な
に
つ
け
た
り
、
夜
の
う
た
は
、
う
ぶ
ね
し
て

か
が
り
に
い
れ
て
も
た
せ
た
り

色
紙
を
配
置
し
た
さ
ま
が
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
が
、
洲
浜
の
中
の
各
所
に

装
飾
と
し
て
配
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
忠
房
か
ら
贈
ら
れ
た
和
歌
は
、「
を

か
し
げ
」
に
作
ら
れ
た
籠
に
「
御
菓
子
」
と
と
も
に
色
紙
に
書
い
て
付
さ
れ
て

い
る
。
歌
合
で
は
洲
浜
に
和
歌
を
付
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
よ
う
に
、
忠
房
か
ら
の

贈
り
物
も
籠
に
入
れ
ら
れ
、
鑑
賞
さ
れ
る
も
の
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
る

で
歌
合
の
洲
浜
の
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
を
受
け
取
っ
た
側
は
、
ど
う
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
和
歌
の
趣
意
が
御
幸

賛
美
で
あ
る
こ
と
は
自
明
だ
が
、
そ
の
中
に
、
女
官
賛
美
を
通
し
て
御
幸
を
賛

美
す
る
詠
が
み
え
る
。
繰
り
返
す
が
、
忠
房
の
献
上
歌
は
褒
子
の
車
へ
入
れ
ら

れ
、
贈
り
先
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
は
女
官
た
ち
で
あ
る
。
ま
る
で
歌
合
を
彷

彿
と
さ
せ
る
仕
掛
け
、
趣
向
が
た
く
ま
れ
て
い
る
。
受
け
取
っ
た
彼
女
ら
は
自

分
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
と
理
解
し
、
和
歌
の
返
し
を
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
を
ど
う
提
示
す
る
べ
き
か
、
そ
の
方
法
に
ま
で
考
え
が
及
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。

記
録
に
は
当
日
「
さ
は
が
し
く
て
」
返
せ
な
か
っ
た
と
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ

う
な
手
の
込
ん
だ
仕
掛
け
に
対
し
、
そ
れ
に
見
合
う
返
歌
の
場
を
設
け
る
こ
と

に
時
間
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。
忠
房
の
行
為
は
、
も
て
な
し
で
あ
る
と
同
時
に
、

褒
子
お
よ
び
女
官
た
ち
が
歌
合
を
開
催
す
る
動
機
づ
け
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
返
歌
の
歌
合
の
後
に
右
方
は
「
帝
の
御
前
に
も
の
参
ら
せ
け
る
。
沈

の
折
敷
四
つ
し
て
、
銀
の
土
器
な
ど
ぞ
あ
り
け
る
。
箸
の
臺
の
洲
濱
の
歌
。」

と
し
て春

日
野
の
や
ま
と
な
で
し
こ
を
り
て
け
る
こ
ゝ
ろ
を
ひ
と
は
お
も
ひ
し
ら

な
む

の
歌
を
付
し
て
い
る
。
洲
浜
に
付
さ
れ
た
こ
の
歌
は
、
洲
浜
仕
立
て
で
贈
ら
れ

た
忠
房
の
贈
歌
を
受
け
て
行
っ
た
こ
の
返
歌
合
の
出
来
を
、
主
導
し
た
宇
多
に

問
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

五
、
後
宮
歌
合
の
な
か
で

　

前
節
で
、
忠
房
の
行
為
が
歌
合
催
行
を
導
く
動
機
を
な
し
た
こ
と
を
述
べ
た

が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
後
宮
の
歌
合
に
は
ど
の
よ

う
な
発
展
史
が
あ
り
、
京
極
御
息
所
歌
合
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か

を
考
え
た
い
。

　

後
宮
で
行
わ
れ
る
歌
合
を
【
表
２
】
に
ま
と
め
た
が
、
現
存
資
料
か
ら
、
班

子
の
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
に
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
寛
平
四
年
（
八
九
二
）

頃
、
宇
多
が
母
班
子
の
六
十
賀
を
祝
う
目
的
で
催
し
た
歌
合
で
、
春
・
夏
・
秋
・

冬
・
恋
の
各
二
十
番
、
計
二
百
首
か
ら
成
る
大
規
模
な
歌
合
で
あ
る
も
の
の
、

行
事
や
判
の
記
録
も
な
く
、
和
歌
も
一
部
欠
落
し
て
い
る
。
歌
数
が
多
く
、
歌

合
史
の
初
期
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
行
事
が
実
際
に
催
さ
れ
た
と
も
思
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わ
れ
ず
、
机
上
の
撰
歌
合
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
13
（

。
実
質
的
な
推
進
者
で
あ
る
宇

多
は
、
本
歌
合
を
新
撰
万
葉
集
の
撰
集
資
料
と
し
て
お
り
、
後
宮
の
歌
合
で
は

あ
っ
た
も
の
の
、
後
宮
側
の
意
図
が
徹
底
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
左
右

を
番
え
る
歌
合
の
形
式
を
取
る
が
、
多
く
の
歌
を
列
挙
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
が

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
く
る
の
が
寛
平
御
時
中
宮
歌
合
で
あ
る
。「
中
宮
」
に
は
三
人
の
候
補

（
班
子
、胤
子
、温
子
）
が
考
え
ら
れ
る
が
、「
内
容
自
体
に
疑
わ
し
い
面
が
あ
っ

て
こ
れ
以
上
の
究
明
は
不
可
能
」
で
、「
一
六
・
一
九
番
歌
が
古
今
集
に
延
喜

五
年
（
九
〇
五
）
の
藤
原
定
国
四
十
賀
に
お
け
る
屏
風
歌
と
し
て
み
え
、
二
一

番
歌
が
後
撰
集
に
昌
泰
元
年
（
八
九
八
）
の
宇
多
上
皇
吉
野
行
幸
の
際
に
詠
ま

れ
た
歌
と
し
て
在
っ
て
、
と
も
に
古
今
集
や
後
撰
集
か
ら
採
用
さ
れ
た
可
能
性

が
強
い
か
ら
で
あ
る
）
14
（

」
と
さ
れ
る
。
続
く
東
宮
御
息
所
小
箱
合
も
、
伊
勢
と
の

関
連
は
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
）
15
（

、
詳
細
は
不
明
で
あ
り
、
物
合
に
付
随
し
た
和

歌
行
事
と
考
え
て
お
く
ほ
か
な
い
。

　

そ
の
後
、
二
十
年
以
上
の
空
白
を
措
い
て
行
わ
れ
る
の
が
、
当
該
京
極
御
息

所
歌
合
で
あ
る
。
様
相
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
歌
合
と
し
て
は
、
寛
平
御
時
后

宮
歌
合
に
次
ぐ
。
こ
の
間
、
後
宮
で
歌
合
は
、
ま
っ
た
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
が
、
記
録
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
は
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は

記
録
さ
れ
て
い
て
も
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
十
年
ほ
ど

の
ち
に
、
近
江
御
息
所
周
子
歌
合
が
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、「
宮
す
ど
こ

ろ
の
ざ
う
し
に
て
、
宮
の
花
と
い
ふ
う
た
を
あ
は
す
、
右
は
あ
は
せ
ず
」
と
あ

り
、
一
題
一
首
で
二
十
首
、
歌
合
と
い
っ
て
も
左
右
番
え
た
形
跡
は
な
く
、
春

か
ら
初
夏
に
か
け
て
の
植
物
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
題
に
は
、「
さ
る
と
り
の
は

な
」
や
「
み
つ
つ
じ
の
は
な
」
と
い
う
、
和
歌
に
馴
染
み
の
無
い
植
物
を
、
単

に
名
称
に
ひ
か
れ
設
定
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
、
二
十
首
中
五
首
は
物

名
歌
で
あ
る
。「
宮
す
ど
こ
ろ
の
ざ
う
し
」
で
行
わ
れ
、「
宮
の
花
」
を
詠
ん
だ

の
で
あ
る
か
ら
、
周
子
を
囲
む
女
房
た
ち
の
季
節
の
娯
楽
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
二
十
年
以
上
の
空
白
を
措
き
、
麗
景
殿
女
御
荘
子
歌
合
、
宣
耀
殿
女

御
芳
子
歌
合
な
ど
村
上
朝
後
宮
の
歌
合
へ
時
代
が
移
る
。
村
上
朝
の
後
宮
歌
合

で
は
、
歌
を
番
え
る
こ
と
が
必
ず
し
も
勝
敗
意
識
と
は
結
び
つ
か
な
い
傾
向
を

持
つ
。
そ
の
目
的
は
、
和
歌
同
士
に
連
関
を
持
た
せ
た
り
、
主
催
者
で
あ
る
後

宮
の
主
褒
め
で
あ
っ
た
り
、
庚
申
待
ち
の
夜
の
遊
戯
で
あ
っ
た
り
と
い
う
調
子

【表２】　後宮の歌合

開催年次 歌　　　合
寛平４頃 ［892］ 寛平御時后宮歌合
寛平８以前 ［896］ 寛平御時中宮歌合
寛平９頃 ［897］ 東宮御息所小箱合

延喜２１ ［921］ 京極御息所褒子歌合
延長８以前 ［930］ 近江御息所周子歌合

天暦10 ［956］ 麗景殿荘子歌合
　〃 宣耀殿女御芳子歌合（瞿麦合）
天徳３ ［959］ 斎宮女御徽子歌合（前栽合）

中宮安子歌合（庚申待）
（天徳４ ［960］ 内裏歌合）

天禄３ ［972］ 女四宮歌合
寛和２ ［986］ 円融院女御詮子（瞿麦合）

…
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で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
み
え
る
の
は
所
謂
「
君
臣
和
楽
」
の
要
素
で
、
競
技
と
は

縁
遠
く
、
あ
く
ま
で
宮
廷
の
文
化
的
嗜
好
か
ら
発
し
た
も
の
だ
っ
た
）
16
（

。

　

こ
の
よ
う
な
後
宮
の
活
動
の
後
に
、
女
房
た
ち
が
、
男
の
詩
合
に
対
抗
し
て

催
し
た
と
さ
れ
る
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
が
く
る
。
以
降
は
、
天
禄
三
年
（
九
七

二
）
に
女
四
宮
歌
合
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
に
詮
子
の
瞿
麦
合
が
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
十
年
以
上
の
間
を
空
け
て
行
わ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
歌
合
行
事
は
下
火

に
な
っ
て
い
く
。

　

後
宮
歌
合
の
初
期
に
あ
た
る
も
の
を
み
て
き
た
が
、
必
ず
し
も
後
宮
側
の
主

体
的
意
図
は
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
班
子
歌

合
は
、
六
十
賀
の
ひ
と
つ
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
歌
人
は
男
性
の
み
を
記
録

し
、
仮
名
日
記
を
伴
わ
な
い
た
め
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
女
房
た
ち
の
意
向

が
反
映
し
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
そ
の
点
で
は
小
箱
合
は
物
合
で
あ
り
、
ま

た
周
子
の
歌
合
は
「
宮
の
は
な
」
を
詠
む
も
の
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
は
後
宮
の

文
化
活
動
の
一
端
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
考
え
て
み
る
と
、
京
極
御
息
所
歌
合
は
、
忠
房
が
女
官
た
ち
に
も
ち
か

け
た
こ
と
を
端
緒
に
開
催
さ
れ
た
歌
合
で
あ
る
。
延
喜
十
三
年
に
亭
子
院
歌
合

を
開
催
し
た
宇
多
の
監
督
下
、
褒
子
は
装
束
や
洲
浜
を
整
え
、
講
師
や
判
者
を

招
聘
し
、
整
備
さ
れ
た
歌
合
を
催
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
歌
合
は
忠
房

の
贈
歌
に
対
す
る
返
歌
を
合
わ
せ
る
返
歌
合
の
形
、
す
な
わ
ち
贈
答
歌
の
体
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
贈
答
と
し
て
ど
ち
ら
の
歌
が
優
れ
て
い
る
か
を
競
う
勝
負
で

あ
る
。
で
は
返
歌
は
、
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

六
、
女
官
た
ち
の
返
歌

　

す
べ
て
の
結
番
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
五
つ
の

返
歌
を
例
と
し
て
そ
の
性
質
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
一
つ
は
返
歌
の
主
の
意
識

が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
、
女
官
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
女
官
賛
美

の
本
歌
に
対
す
る
返
歌
を
見
る
（
二
、
三
番
、
一
一
、
一
二
番
）。
ま
た
、
そ

れ
と
は
反
対
に
女
官
た
ち
に
意
識
の
向
け
ら
れ
て
い
な
い
、
親
王
の
車
に
入
れ

ら
れ
た
歌
に
対
す
る
返
歌
（
四
一
、
四
二
番
）、
そ
し
て
本
歌
の
多
く
を
占
め

る
単
純
な
御
幸
賛
美
に
対
す
る
返
歌
（
二
〇
、
二
一
番
、
二
六
、
二
七
番
）
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、
女
官
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
と
み
え
る
、
一
首
目
の
本
歌
と
そ
れ
に
対

す
る
返
歌
を
み
る
。
本
歌
「
め
づ
ら
し
き
け
ふ
の
春
日
の
や
を
と
め
を
か
み
も

こ
ひ
し
と
し
の
ば
ざ
ら
め
や
」（
一
）
は
、「
や
を
と
め
」
に
供
奉
女
官
を
重
ね

て
賛
美
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
左
は
恋
歌
仕
立
て
、
右
は
賀

歌
仕
立
て
で
返
歌
を
し
て
い
る
。

　

  

や
を
と
め
を
か
み
し
し
の
ば
ば
ゆ
ふ
だ
す
き
か
け
て
ぞ
こ
ひ
む
け
ふ
の

く
れ
な
ば 

（
二
・
左
）

左
歌
は
「
や
を
と
め
」「
か
み
」「
ゆ
ふ
だ
す
き
」
が
縁
語
。「
ゆ
ふ
だ
す
き
」

は
「
木
綿
で
作
っ
た
襷
の
意
で
、
神
事
の
折
に
肩
に
か
け
て
袖
を
か
ら
げ
る
も

の
）
17
（

」
で
あ
り
、「
か
く
」
の
枕
詞
と
し
て
機
能
し
、

ち
は
や
ぶ
る
賀
茂
の
社
の
木
綿
だ
す
き
一
日
も
君
を
か
け
ぬ
日
は
な
し
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（
古
今
集
・
恋
一
・
四
八
七
）

な
ど
用
例
は
多
い
。
こ
こ
で
は
心
を
か
け
て
恋
い
慕
う
と
詠
む
。
結
句
「
け
ふ

の
く
れ
な
ば
」
は
、
条
件
を
付
す
が
、
今
日
と
い
う
日
が
暮
れ
た
な
ら
ば
恋
い

慕
い
ま
し
ょ
う
と
歌
っ
て
い
る
。
春
日
神
社
参
詣
の
今
日
が
暮
れ
て
し
ま
え
ば
、

宇
多
と
と
も
に
一
行
は
帰
る
。
す
る
と
春
日
に
は
も
う
い
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、

「
神
も
恋
い
慕
う
で
し
ょ
う
（
ま
し
て
私
（
忠
房
）
は
言
う
ま
で
も
な
く
）」
と

贈
っ
た
本
歌
に
対
し
、「
今
日
が
暮
れ
た
ら
」
と
条
件
付
き
で
返
す
点
、
う
ま

く
か
わ
し
た
歌
と
い
え
る
）
18
（

。

　

  

ち
は
や
ぶ
る
か
み
し
ゆ
る
さ
ば
春
日
野
に
た
つ
や
を
と
め
の
い
つ
か
た

ゆ
べ
き 

（
三
・
右
）

右
の
歌
は
、
御
幸
の
永
続
性
を
詠
む
賀
歌
と
し
て
返
歌
す
る
。
旧
大
系
が
「『
め

づ
ら
し
』
の
意
味
を
本
歌
と
は
違
え
て
返
し
て
い
る
」
と
注
す
る
ご
と
く
、「
め

づ
ら
し
」
い
こ
の
御
幸
に
伴
う
「
や
を
と
め
」
を
、
神
も
恋
慕
う
だ
ろ
う
と
い

う
本
歌
に
対
し
、
神
が
お
許
し
に
な
る
な
ら
ば
永
遠
に
続
く
と
返
す
。
意
図
的

に
読
み
違
え
て
か
わ
し
た
の
か
、
本
歌
の
意
図
を
ず
ら
し
て
返
し
な
が
ら
も
、

御
幸
そ
の
も
の
の
祝
意
を
詠
む
こ
と
で
、
返
歌
と
し
て
い
る
。

　

本
歌
の
四
首
目
「
ち
は
や
ぶ
る
春
日
の
原
に
こ
き
ま
ぜ
て
は
な
と
も
み
ゆ
る

か
み
の
き
ね
か
な
」（
一
○
）
も
、
女
官
賛
美
に
よ
る
御
幸
賛
美
で
あ
り
、
女

房
た
ち
の
返
歌
が
解
し
易
い
）
19
（

。

　

  

春
日
野
の
は
な
と
は
ま
た
も
み
え
ぬ
べ
し
い
ま
こ
む
は
る
の
か
ざ
し
が

て
ら
に 

（
一
一
・
左
）

左
歌
は
、
本
歌
が
花
と
見
間
違
え
る
ほ
ど
と
賛
美
し
た
の
に
対
し
、
ま
た
花
と

見
え
る
に
違
い
な
い
、「
か
ざ
し
」
を
兼
ね
て
く
る
と
、
当
然
花
で
あ
る
と
切

り
返
す
。「
か
ざ
し
」
は
「
草
木
の
花
や
枝
葉
な
ど
を
頭
髪
や
冠
に
挿
し
た
も
の
。

元
来
、
植
物
の
生
命
力
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
感
染
呪
術
的
な
信
仰
か
ら
生

じ
、
神
を
招
き
迎
え
幸
福
を
願
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
）
20
（

」
と
さ
れ
る
通
り
、
身

に
着
け
る
こ
と
で
そ
の
力
を
纏
う
も
の
で
、

春
く
れ
ば
宿
に
ま
づ
さ
く
梅
の
花
君
が
千
年
の
か
ざ
し
と
ぞ
見
る

 

（
古
今
集
・
賀
・
三
五
二
・
貫
之
）

な
ど
の
例
が
参
考
に
な
る
。

　

  

は
る
が
す
み
た
ち
ま
じ
り
つ
ゝ
ゆ
く
か
ら
に
あ
だ
に
も
は
な
と
み
え
に

け
る
か
な 

（
一
二
・
右
）

右
歌
は
、本
歌
「
こ
き
ま
ぜ
て
」
を
「
た
ち
ま
じ
り
つ
つ
」
と
言
い
換
え
た
。「
こ

き
ま
ず
」
は
細
か
く
ち
ぎ
っ
た
も
の
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
意
、「
た
ち
ま
じ
る
」

は
単
純
に
ま
ざ
る
意
）
21
（

。
西
山
ら
の
注
釈
で
は
本
歌
の
「
こ
き
ま
ず
」
は
「
美
的

表
現
」
で
、
そ
れ
を
「
美
醜
に
つ
い
て
中
立
的
な
言
葉
『
た
ち
ま
じ
る
』
で
承

け
、
謙
遜
す
る
」
と
説
く
。
花
に
見
立
て
賛
美
す
る
本
歌
に
対
し
て
、
そ
れ
は

春
霞
に
交
じ
り
な
が
ら
行
く
か
ら
で
、
実
は
さ
ほ
ど
美
し
く
は
な
い
と
謙
遜
し

て
返
し
た
歌
で
あ
る
。

　

右
の
二
例
は
、
褒
子
の
車
に
入
れ
ら
れ
た
本
歌
だ
が
、
親
王
（
十
宮
）
の
車

に
差
し
入
れ
ら
れ
た
本
歌
の
返
し
は
ど
う
詠
ま
れ
た
か
。
そ
の
一
番
目
、
本
歌

は
「
こ
と
し
よ
り
に
ほ
ひ
そ
む
め
り
春
日
野
の
わ
か
む
ら
さ
き
に
て
で
な
ふ
れ

そ
も
」（
四
〇
）
と
あ
り
、
親
王
を
「
こ
と
し
よ
り
に
ほ
ひ
そ
む
」
若
紫
と
表

現
し
、
そ
れ
に
触
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
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む
ら
さ
き
に
て
も
こ
そ
ふ
る
れ
春
日
野
の
の
も
り
よ
ひ
と
に
わ
か
な
つ

ま
す
な 

（
四
一
・
左
）

「
若
菜
」
は
「
新
春
に
摘
む
菜
）
22
（

」
で
あ
る
か
ら
三
月
、
歌
合
の
披
講
さ
れ
た
季

節
に
そ
ぐ
わ
な
い
が
、
植
物
と
し
て
の
「
若
菜
」
と
い
う
よ
り
、
親
王
が
「
若

紫
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
供
奉
の
女
官
た
ち
を
「
若
菜
」
と
表
現
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
み
る
と
、
一
行
の
中
の
親
王
に
触
れ
る
な
と
言
う
の

な
ら
、
あ
な
た
（
野
守
）
も
私
た
ち
に
も
触
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
と
の
切
り

返
し
と
、
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
野
守
は
本
歌
一
九
番
に
「
わ
か
な
つ
む
と
し

は
へ
ぬ
れ
ど
春
日
野
の
の
も
り
は
け
ふ
や
は
る
を
し
る
ら
む
」
と
詠
ま
れ
て
い

る
が
、
こ
の
野
守
も
忠
房
を
寓
意
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
野
守
の

立
場
か
ら
、
御
幸
の
あ
っ
た
今
日
初
め
て
春
と
い
う
も
の
を
知
っ
た
と
す
る
御

幸
賛
美
の
歌
だ
。
こ
こ
に
い
う
野
守
は
御
幸
を
迎
え
る
土
地
の
者
と
し
て
、
忠

房
を
寓
意
す
る
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

  

ち
は
や
ぶ
る
か
み
も
し
る
ら
む
春
日
野
の
わ
か
む
ら
さ
き
に
た
れ
か
て

ふ
れ
む 

（
四
二
・
右
）

右
歌
は
単
純
に
、
誰
が
触
れ
た
か
神
も
お
見
通
し
だ
か
ら
、
触
れ
る
こ
と
な
ど

で
き
ま
せ
ん
よ
、
ご
心
配
な
く
、
と
い
う
。
本
歌
と
同
じ
く
、
親
王
を
敬
虔
な

も
の
と
詠
み
、
言
い
返
し
て
は
い
る
が
、
主
題
を
そ
の
ま
ま
に
返
し
て
い
る
。

　

本
歌
の
多
く
を
占
め
る
、
単
純
な
御
幸
賛
美
に
は
、
ど
の
よ
う
に
返
し
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
本
歌
七
首
目
は
野
守
の
立
場
で
詠
ま
れ
、「
わ
か
な
つ
む
と
し

は
へ
ぬ
れ
ど
春
日
野
の
の
も
り
は
け
ふ
や
は
る
を
し
る
ら
む
」（
一
九
・
躬
恒
）

と
あ
る
。
若
菜
を
摘
み
摘
み
長
い
年
月
を
過
ご
し
た
春
日
野
の
野
守
は
、
今
日

行
幸
に
あ
い
初
め
て
こ
の
世
の
春
を
知
っ
た
ろ
う
と
、
野
守
の
心
情
を
忖
度
す

る
形
で
賛
美
の
歌
と
す
る
。
当
該
歌
に
対
し
て
、

　

  

け
ふ
み
て
ぞ
わ
れ
は
し
り
ぬ
る
は
な
は
な
ほ
春
日
の
野
べ
の
も
の
に
ぞ

あ
り
け
る 

（
二
〇
・
左
）

左
歌
は
、
野
守
の
実
感
と
し
て
、
花
は
春
日
の
野
辺
で
見
る
の
が
一
番
と
の
確

信
を
持
っ
た
と
詠
む
。
本
歌
が
野
守
の
心
情
を
推
測
す
る
た
め
、
や
や
焦
点
が

ぼ
や
け
た
印
象
で
あ
っ
た
も
の
を
、
実
感
す
る
立
場
か
ら
歌
を
返
す
こ
と
で
、

明
瞭
な
御
幸
賛
美
を
表
出
す
る
。

　

  

あ
り
へ
て
も
春
日
の
の
も
り
は
る
に
あ
ふ
は
と
し
も
わ
か
な
も
つ
め
る

し
る
し
か 

（
二
一
・
右
）

右
歌
は
、
本
歌
と
同
様
、
野
守
の
状
況
を
察
し
て
み
せ
る
。
本
歌
が
若
菜
を
摘

み
過
ご
し
た
長
い
年
月
を
不
遇
の
よ
う
に
述
べ
る
と
こ
ろ
を
、
年
も
若
菜
も
積

ん
で
／
摘
ん
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
御
幸
に
逢
う
こ
と
が
で
き
た
と
視
点
を
変
え

て
、
賛
美
を
形
成
す
る
。

　

本
歌
九
首
目
は
「
は
る
ご
と
に
き
み
し
か
よ
は
ば
春
日
野
の
や
ち
よ
の
ま
つ

も
か
れ
じ
と
ぞ
お
も
ふ
」（
二
五
）
だ
が
、
毎
年
春
に
御
幸
が
あ
れ
ば
老
松
も

枯
れ
な
い
と
い
い
、
御
幸
を
寿
ぎ
、
永
続
性
を
願
う
。
こ
れ
に
対
し
、

　
  

春
日
野
に
は
る
は
か
よ
は
む
わ
が
た
め
に
ま
つ
こ
ゝ
ろ
あ
り
て
よ
は
ひ

ま
す
な
り 

（
二
六
・
左
）

左
歌
は
、
初
二
句
で
本
歌
の
御
幸
継
続
に
賛
同
す
る
。
私
の
た
め
に
待
つ
松
に

心
が
あ
り
、
そ
の
齢
を
増
し
て
い
る
と
い
う
が
、「
よ
は
ひ
」
を
「
ま
す
」
の

表
現
は
珍
し
い
。
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春
日
野
に
ま
つ
し
か
れ
ず
は
み
た
ら
し
の
み
づ
も
な
が
れ
て
た
え
じ
と

ぞ
お
も
ふ 

（
二
七
・
右
）

右
歌
は
、
松
が
枯
れ
な
い
の
な
ら
御
手
洗
（
川
）
の
水
も
絶
え
な
い
と
す
る
。

「
み
た
ら
し
」
は
、
身
を
清
め
る
た
め
の
社
前
の
川
。『
袖
中
抄
』
が
「
い
づ
れ

の
社
に
も
河
あ
ら
ば
読
む
べ
し
」
と
す
る
よ
う
に
、
特
定
の
川
を
指
す
も
の
で

は
な
か
い
が
、
賀
茂
社
、
春
日
社
な
ど
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
と
に
賀

茂
社
の
御
手
洗
川
が
歌
枕
と
し
て
固
定
し
て
い
く
）
23
（

。
そ
の
御
手
洗
川
が
「
た
え

じ
」
と
は
、
春
日
神
社
の
永
続
性
を
い
っ
て
お
り
、
本
歌
が
御
幸
を
寿
ぎ
そ
の

永
続
性
を
詠
む
の
に
対
し
、
春
日
神
社
の
永
続
性
を
寿
ぐ
も
の
と
な
る
。

　

女
官
た
ち
の
返
歌
は
、
贈
答
歌
の
方
法
に
則
っ
て
い
る
。
贈
歌
が
用
い
る
語

句
を
用
い
つ
つ
、
そ
の
意
図
を
ず
ら
し
た
り
、
切
り
返
し
た
り
、
や
り
こ
め
た

り
す
る
、
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
し
か
し
日
常
の
贈
答
歌
と
決
定
的
に
異
な
る

の
が
、
歌
の
基
本
に
御
幸
賛
美
が
あ
る
点
だ
。
い
く
ら
切
り
返
し
て
も
、
や
り

こ
め
て
も
、
賛
美
を
損
ね
て
は
な
ら
な
い
。
制
約
が
加
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
本

歌
が
女
官
た
ち
を
暗
示
し
て
い
る
場
合
は
、
切
り
返
し
や
や
り
こ
め
が
有
効
だ

が
、
賛
美
が
主
題
の
本
歌
に
は
、
語
を
ず
ら
し
て
も
、
賛
美
は
そ
の
ま
ま
に
、

穏
当
な
返
歌
に
落
着
さ
せ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
褻
の
贈
答
に
賛
美
を
持
つ
も
の

も
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
の
賛
美
は
詠
者
の
任
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
御
幸

に
際
す
る
も
の
と
い
う
場
の
問
題
と
合
わ
さ
っ
て
お
り
、
制
約
と
も
い
え
る
条

件
だ
。
贈
答
歌
と
い
う
褻
の
詠
歌
方
法
を
採
り
な
が
ら
、
こ
の
制
約
が
、
歌
を

晴
の
も
の
へ
と
昇
華
さ
せ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

七
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
京
極
御
息
所
歌
合
に
つ
い
て
、
忠
房
の
献
上
し
た
和
歌
の
表
現
と
、

女
官
た
ち
の
返
歌
の
表
現
を
分
析
し
た
。
忠
房
の
献
じ
た
和
歌
は
表
現
面
で
は

用
い
た
語
句
の
組
み
合
わ
せ
が
用
例
の
少
な
い
と
い
う
点
で
目
を
引
く
。
内
容

は
御
幸
賛
美
を
前
提
に
、
土
地
や
景
物
賛
美
を
通
じ
た
形
で
詠
む
ほ
か
、
女
官

賛
美
を
詠
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
和
歌
を
く
だ
も
の
の
籠
に
付
す
と
い
う
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
女
官
た
ち
の
歌
合
開
催
へ
と
事
を
展

開
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
女
房
た
ち
の
返
歌
は
、
御
幸
賛
美
と
い
う
基
本
線

の
中
で
詠
ま
れ
る
が
、
方
法
は
贈
答
歌
の
方
法
と
同
様
、
相
手
の
歌
の
語
句
を

用
い
な
が
ら
、
意
図
を
ず
ら
し
た
り
、
切
り
返
し
た
り
し
た
。
忠
房
の
贈
歌
に

返
歌
を
す
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
恋
歌
の
応
酬
の
ご
と
く
な
っ
た
り
、
贈
歌
が

補
完
さ
れ
、
よ
り
強
い
賛
美
と
な
っ
た
り
す
る
の
だ
っ
た
。

　

京
極
御
息
所
歌
合
は
、
忠
房
の
誘
い
掛
け
に
応
じ
る
形
で
開
催
さ
れ
た
が
、

和
歌
の
詠
み
手
は
す
べ
て
女
官
た
ち
で
あ
り
、
後
宮
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ

た
歌
合
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
う
ち
う
ち
に
催
さ
れ
た
歌
合
と
は
異
な
り
、

形
式
を
整
え
開
催
さ
れ
た
、
晴
儀
の
行
事
と
し
て
の
歌
合
に
近
く
、
そ
こ
に
こ

れ
ほ
ど
女
性
が
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
意
義
深
い
。

　

漢
詩
に
お
い
て
は
、
節
日
や
行
幸
な
ど
公
的
行
事
に
お
け
る
詩
作
が
、
君
臣

和
楽
の
精
神
に
基
づ
く
政
治
性
を
濃
く
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
。
詩
作
に
女
性
が
直
接
関
与
す
る
こ
と
は
な
く
、
女
性
を
詠
む
表
現
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が
い
く
つ
か
の
段
階
を
経
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
が
）
24
（

、
後
宮

の
繁
栄
に
伴
い
、
宮
廷
の
女
性
た
ち
へ
の
関
心
は
高
ま
り
、
存
在
感
を
増
し
て

い
っ
た
。
女
性
を
詩
作
中
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
男
性
た
ち
も
そ
の
存
在
を
認

め
た
が
、
女
性
た
ち
自
身
は
歌
合
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
で
、
宮
廷
社
会
の
文

学
的
地
位
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
京
極
御
息
所
歌
合
は
、
後
宮
の
内
々
遊
興

の
趣
が
強
か
っ
た
歌
合
か
ら
、
宮
廷
行
事
と
し
て
歌
合
が
確
立
し
て
い
く
過
渡

期
に
あ
る
。
歌
合
史
上
、
重
要
な
位
置
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

歌
合
は
、
女
性
の
側
か
ら
、
男
の
君
臣
和
楽
の
世
界
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
た

場
と
も
い
え
る
。
和
歌
は
男
女
共
通
の
文
化
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
君
臣

和
楽
を
体
現
す
る
詩
作
や
詩
合
の
場
を
移
し
替
え
た
の
が
、
歌
合
と
考
え
ら
れ

る
。
杉
山
康
彦
は
、
天
徳
内
裏
歌
合
に
あ
る
、
女
房
た
ち
が
男
の
詩
合
に
対
抗

し
催
し
た
と
す
る
歌
合
日
記
の
記
述
に
つ
い
て
、「
女
性
が
内
裏
に
進
出
し
内

裏
で
行
事
を
催
す
た
め
に
は
歌
合
以
外
に
な
か
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
）
25
（

。

　

歌
合
に
お
け
る
女
性
の
位
置
づ
け
は
、
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

亭
子
院
歌
合
（
延
喜
十
三
年
（
九
一
三
））
で
は
、
左
右
の
頭
に
宇
多
の
皇
女

二
人
を
あ
て
、
詠
出
さ
れ
た
和
歌
の
左
一
番
に
は
伊
勢
の
歌
が
置
か
れ
、
講
師

も
女
房
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
女
性
関
与
に
比
す
な
ら
ば
、
京
極
御
息
所
歌
合

の
意
義
は
ま
た
異
な
る
。
忠
房
の
献
上
歌
が
、
直
接
女
房
た
ち
を
触
発
し
て
催

行
の
は
こ
び
と
な
り
、
和
歌
は
す
べ
て
女
官
た
ち
が
詠
ん
だ
。
こ
の
歌
合
か
ら

天
徳
内
裏
歌
合
ま
で
は
、
な
お
時
間
を
隔
て
る
が
、
後
宮
歌
合
の
変
化
態
の
ひ

と
つ
、
女
房
発
案
と
さ
れ
る
天
徳
内
裏
歌
合
以
前
の
、
行
事
性
の
強
い
歌
合
に
、

女
性
が
深
く
関
与
し
た
事
例
と
し
て
、
重
要
で
注
目
す
べ
き
事
績
と
定
位
し
て

お
き
た
い
。

注

（
1
）　

陽
成
院
一
宮
姫
君
達
歌
合
は
古
歌
に
返
歌
を
す
る
形
式
を
取
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
ま

た
特
殊
で
あ
る

（
2
）　

萩
谷
朴
、
谷
山
茂　

校
注
『
歌
合
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
74　

岩
波
書
店
、
一

九
六
五
年
）

（
3
）　

西
山
秀
人
、
岡
田
博
子
、
小
池
博
明
「
京
極
御
息
所
褒
子
歌
合
注
釈
（
一
）、（
二
）、

（
三
）」、『
上
田
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
七
号
（
二
〇
〇
四
年
一
月
三
十
一
日
）、

二
八
号
（
二
〇
〇
五
年
一
月
三
十
一
日
）、
二
九
号
（
二
〇
〇
六
年
一
月
三
十
一
日
）

（
4
）　

褒
子
は
宇
多
帝
在
位
時
の
后
で
は
な
く
、
退
位
後
か
つ
落
飾
後
に
寵
を
受
け
て
お
り
、

雅
明
親
王
の
誕
生
も
宇
多
出
家
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
醍
醐
天
皇
皇
子
と

し
て
親
王
宣
下
を
受
け
て
い
る
（『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』）

（
5
）　
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』「
春
日
」
の
項
、
鈴
木
徳
男
執
筆

（
6
）　
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』「
三
笠
山
」
の
項
、
鈴
木
徳
男
執
筆

（
7
）　

前
掲
注（
3
）西
山
ら
の
注
釈
に
お
い
て
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る

（
8
）　

白
雲
と
見
立
て
る
例
は
古
今
集
、
後
撰
集
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る

桜
花
さ
き
に
け
ら
し
な
あ
し
ひ
き
の
山
の
か
ひ
よ
り
見
ゆ
る
白
雲

 

（
古
今
集
・
春
上
・
五
九
・
貫
之
）

み
吉
野
の
よ
し
の
の
山
の
桜
花
白
雲
と
の
み
見
え
ま
が
ひ
つ
つ

 

（
後
撰
集
・
春
下
・
一
一
七
）

（
9
）　

結
句
「
か
み
の
き
ね
」
は
「
み
や
こ
び
と
か
な
」
の
校
異
が
あ
る
。
十
巻
本
ミ
セ
ケ

チ
お
よ
び
躬
恒
集
で
は
「
み
や
こ
び
と
と
あ
る
」。
旧
大
系
で
は
「
み
や
こ
び
と
か
な
」

の
ほ
う
を
「
正
し
い
か
」
と
す
る
が
、
西
山
ら
の
注
釈
で
は
枕
詞
「
ち
は
や
ぶ
る
」
を

冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
「
か
み
の
き
ね
か
な
」
の
本
文
を
原
態
と
考
え
て
い
る

（
10
）　
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』「
き
ね
」
の
項
、
錦
仁
執
筆

（
11
）　

旧
大
系
で
は
「
御
幸
に
供
奉
し
た
女
官
た
ち
に
か
け
て
詠
ん
だ
歌
」
と
さ
れ
、
西
山
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ら
の
注
釈
で
も
こ
の
注
を
支
持
し
、
訳
に
「
行
幸
に
供
奉
す
る
美
し
い
女
官
た
ち
を
見

て
、
神
も
き
っ
と
心
を
動
か
す
に
違
い
な
い
」
と
付
記
す
る

（
12
）　
「
く
だ
も
の
」
は
「
木
や
草
に
な
る
食
用
の
果
実
。
水
菓
子
」（
日
本
国
語
大
辞
典
）

と
さ
れ
、「
果
物
」
や
「
菓
子
」
の
字
が
当
て
ら
れ
る
。
ま
た
、
参
考
ま
で
に
関
根
真

隆
『
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）
を
見
る
と
、
春
の
「
く

だ
も
の
」
と
し
て
こ
れ
ら
梅
子
や
枇
杷
子
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（
13
）　
『
新
編
国
歌
大
観
』
解
題
、
村
瀬
敏
夫
執
筆

（
14
）　
『
新
編
国
歌
大
観
』
解
題
、
片
桐
洋
一
・
中
周
子
執
筆

（
15
）　

萩
谷
朴
「
東
宮
御
息
所
小
箱
合
と
伊
勢
傳
記
資
料
」（『
国
語
と
国
文
学
』
三
十
二
巻

五
号
、
一
九
五
五
年
五
月
）

（
16
）　

拙
稿
「
村
上
朝
の
後
宮
と
歌
合
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
六

二
輯　

二
〇
一
七
年
三
月
）

（
17
）　
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』「
木
綿
襷
」
の
項
、
古
相
正
美
執
筆

（
18
）　

前
掲
注（
3
）西
山
ら
の
注
釈
で
は
「『
今
日
の
暮
れ
な
ば
』
の
後
に
省
略
さ
れ
る
こ

と
は
何
か
が
問
題
だ
が
、
今
日
が
暮
れ
た
ら
来
て
下
さ
い
、
す
な
わ
ち
神
に
姿
を
現
し

て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
か
」
と
す
る
が
、
省
略
で
は
な
く
倒
置
で
あ
る

（
19
）　

左
方
、
忠
房
、
宇
多
と
の
や
り
と
り
を
記
し
た
記
録
文
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
か

り
に
く
い
。
結
論
と
し
て
は
「
右
方
負
に
な
り
ぬ
。
右
方
は
、
よ
み
に
だ
に
も
よ
ま
せ

ず
」
と
あ
り
、
右
の
歌
は
披
講
さ
せ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
披
講
の
有
無
は

問
題
に
せ
ず
、
ど
の
よ
う
に
返
歌
が
詠
ま
れ
た
の
か
だ
け
を
確
認
す
る

（
20
）　
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』「
か
ざ
し
」
の
項
、
小
川
豊
生
執
筆

（
21
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

（
22
）　
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』「
若
菜
」
の
項
、
久
保
田
啓
一
執
筆

（
23
）　
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』「
み
た
ら
し
」
の
項
、
黒
田
彰
子
執
筆

（
24
）　

井
実
充
史
「
君
臣
和
楽
に
お
け
る
女
性
描
写
の
政
治
性
│
勅
撰
三
集
艶
情
表
現
の
基

底
に
あ
る
も
の
│
」（『
福
島
大
学
教
育
学
部
論
集
』
第
七
五
号
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
）

（
25
）　

杉
山
康
彦
「
平
安
朝
の
女
性
と
和
歌
│
歌
合
を
中
心
に
│
」（『
国
語
と
国
分
学
』
一

九
五
〇
年
十
二
月
）。
ま
た
、
歌
合
と
女
性
に
関
し
て
は
、
浜
島
智
恵
子
「
平
安
女
流

歌
合
の
研
究
」（
愛
知
県
立
女
子
大
学
『
説
林
』
八
号
、
一
九
六
一
年
十
月
）、
田
渕
句

美
子
「
歌
合
の
構
造
│
女
房
歌
人
の
位
置
│
」（『
和
歌
を
歴
史
か
ら
読
む
』
二
〇
〇
二

年
十
月
、
笠
間
書
院
）
な
ど
の
論
が
あ
る

＊
本
稿
に
お
け
る
和
歌
引
用
は
、
京
極
御
息
所
歌
合
は
旧
大
系
に
よ
り
、
そ
の
ほ
か
の
和

歌
は
新
編
国
歌
大
観
（
日
本
文
学w

eb

図
書
館
、
和
歌
俳
諧
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
に
よ
り
、

一
部
表
記
を
改
め
た
。
ま
た
、『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
お
よ
び
『
新
編
国
歌
大
観
』

解
題
の
引
用
は
日
本
文
学w

eb

図
書
館
に
よ
っ
た
。


