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『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
本
文

─
和
歌
が
詠
歌
状
況
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
き
─

福
田
　
智
子

一
　
問
題
の
所
在

　

我
が
国
初
の
類
題
和
歌
集
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
は
︑
現
存
す
る
諸
本
を
見
る
限
り
︑
詞
書
︑
す
な
わ
ち
そ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
詠
歌
状
況
を
ほ
ぼ
伴

わ
ず
︑
和
歌
が
単
独
で
列
挙
さ
れ
︑
分
類
・
整
理
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
︑
歌
が
詠
ま
れ
る
背
景
と
な
っ
た
詳
細
な
状
況
を
も
と
も
と
伴
っ
て
い

た
と
し
て
も
︑
そ
こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
和
歌
が
︑
題
ご
と
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
も
と
よ
り
出
典
も
明
記
さ
れ
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
場
の

転
換
の
過
程
で
︑
既
存
の
和
歌
の
意
味
や
表
現
は
︑
な
ん
ら
か
の
変
容
を
促
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
本
稿
で
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
所
収
歌

の
中
か
ら
︑
私
家
集
︵﹃
忠
見
集
﹄︶︑
歌
物
語
︵﹃
平
中
物
語
﹄︶︑
そ
し
て
﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
︵
以
下
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
六
帖
所
収
私
家
集
歌
﹂﹁
六

帖
所
収
歌
物
語
歌
﹂﹁
六
帖
所
収
万
葉
歌
﹂
と
呼
ぶ
︒︶
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
考
察
し
て
い
く
︒

二
　
六
帖
所
収
私
家
集
歌
─
『
忠
見
集
』
一
四
五
番
歌
の
場
合
─

　
　

た
ま
さ
か
に
け
ふ
あ
ひ
み
れ
ば
す
ず
む
し
は
む
つ
ま
し
な
が
ら
こ
ゑ
ぞ
き
こ
ゆ
る



─ 44─

 

︵
古
今
六
帖
・
第
六
・
三
九
九
九
・
す
ず
む
し
︶

右
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
﹁
鈴
虫
﹂
題
に
分
類
さ
れ
た
歌
で
あ
る
︒
偶
然
に
今
日
︑
鈴
虫
に
出
会
っ
て
み
る
と
︑
以
前
と
変
わ
ら
ず
親
し
み
の
あ

る
声
が
聞
こ
え
る
︑
と
一
応
は
解
釈
で
き
よ
う
︒

　

だ
が
︑
こ
の
歌
の
出
典
と
見
ら
れ
る
﹃
忠
見
集
﹄
に
は
︑
こ
の
歌
の
詠
歌
状
況
が
載
っ
て
い
る
︵
以
下
︑
傍
線
筆
者
︶︒

む
か
し
か
た
ら
ひ
侍
り
て
ひ
と
の
と
し
ご
ろ
あ
ひ
み
ぬ
が
︑
つ
の
く
に
た
ま
さ
か
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
に
︑
す
ず
む
し
の
な
き
け
る
に

た
ま
さ
か
に
け
ふ
あ
ひ
み
れ
ど
す
ず
む
し
は
む
か
し
な
ら
し
し
こ
ゑ
ぞ
き
こ
ゆ
る（

（
（

 

﹃
忠
見
集
﹄
一
四
五
番

摂
津
国
の
﹁
た
ま
さ
か
﹂
と
い
う
所
に
い
る
︑
以
前
交
際
し
て
い
た
女
性
を
訪
ね
て
み
る
と
︑
鈴
虫
が
鳴
い
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
初
句

の
﹁
た
ま
さ
か
に
﹂
は
︑
偶
然
に
︑
の
意
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
た
ま
さ
か
﹂
と
い
う
地
名
と
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
和
歌
そ
の
も

の
か
ら
も
︑
女
性
の
存
在
は
読
み
取
れ
な
く
も
な
い
︒
ま
た
︑﹁
た
ま
さ
か
に
﹂
の
語
の
選
択
に
は
︑
縁
語
や
掛
詞
な
ど
︑
な
ん
ら
か
の
理
由
を

求
め
た
く
も
な
る
︒
だ
が
︑
こ
の
地
名
と
の
掛
詞
は
︑
詞
書
が
な
け
れ
ば
︑
ま
ず
解
釈
に
加
え
る
こ
と
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
︒

﹃
古
今
六
帖
﹄
で
は
︑
和
歌
が
詞
書
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
で
︑
和
歌
に
詠
ま
れ
た
掛
詞
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

　

も
っ
と
も
︑
こ
れ
が
勅
撰
集
の
歌
な
ら
ば
︑
仮
に
詞
書
が
捨
象
さ
れ
て
も
︑
人
々
の
脳
裏
に
は
詠
歌
状
況
が
残
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る

だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
障
子
の
色
紙
形
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
﹃
百
人
一
首
﹄
の
場
合
で
あ
る
︒
詞
書
は
記
さ
れ
な
い
が
︑﹃
百
人
一
首
﹄
の
撰

歌
材
料
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
勅
撰
集
は
︑
当
時
の
歌
人
た
ち
の
み
な
ら
ず
︑
後
世
へ
の
影
響
も
大
き
い
︒
そ
こ
で
た
と
え
ば
︑
周
防
内
侍
の
﹁
春

の
夜
の
ゆ
め
ば
か
り
な
る
た
ま
く
ら
に
か
ひ
な
く
た
た
ん
名
こ
そ
を
し
け
れ
﹂
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
︒﹃
千
載
集
﹄
九
六
四
番
に
載
る
こ
の
歌

の
詞
書
に
は
︑
月
の
明
る
い
夜
に
︑﹁
枕
を
が
な
﹂
と
言
っ
た
周
防
内
侍
の
こ
と
ば
に
対
し
て
︑
大
納
言
忠
家
が
︑﹁
こ
れ
を
ま
く
ら
枕
に
﹂
と
︑
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﹁
か
ひ
な
﹂︵
腕
︶
を
御
簾
の
下
か
ら
差
し
入
れ
た
︑
と
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
か
ひ
な
し
﹂
と
い
う
語
は
︑
忠
家
が
﹁
か
ひ
な
﹂
を
差
し
入
れ
た
こ

と
を
き
っ
か
け
に
選
び
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
勅
撰
集
歌
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
そ
の
状
況
も
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
︒﹃
百
人
一
首
﹄

を
撰
ん
だ
と
さ
れ
る
定
家
も
︑
こ
の
よ
う
な
当
意
即
妙
の
詠
歌
に
引
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑﹃
百
人
一
首
﹄
の
か
た
ち
で
︑
詠
歌

状
況
か
ら
切
り
離
さ
れ
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
場
面
は
︑
や
は
り
和
歌
自
体
か
ら
は
離
れ
て
い
き
︑
徐
々
に
人
々
の
記
憶
か
ら
薄
れ
て
い
く
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒

　

そ
れ
で
も
も
ち
ろ
ん
︑
周
防
内
侍
の
歌
は
︑
春
の
夜
の
夢
と
い
う
妖
艶
な
場
面
を
自
立
し
て
持
ち
得
て
い
る
︒
ま
た
︑
前
掲
の
﹃
忠
見
集
﹄
歌

も
︑
詞
書
が
な
く
と
も
一
応
の
解
釈
は
可
能
で
あ
ろ
う
︒﹃
古
今
六
帖
﹄
が
成
立
し
た
頃
は
︑
具
体
的
な
詞
書
を
も
つ
歌
が
多
く
︑
そ
の
詠
歌
の

場
の
状
況
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
和
歌
の
意
味
を
理
解
し
に
く
い
こ
と
も
あ
る
︒
そ
う
い
っ
た
歌
を
詠
歌
状
況
か
ら
切
り
離
し
て
享
受
し
よ
う
と
す

る
こ
と
は
︑
い
さ
さ
か
無
謀
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
が
﹁
作
歌
の
手
引
書
を
意
図
し
た
も
の（

（
（

﹂
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
と

す
れ
ば
︑
題
ご
と
に
歌
を
列
挙
す
る
だ
け
で
事
足
り
る
と
も
言
え
よ
う
か
︒
結
果
と
し
て
﹃
古
今
六
帖
﹄
は
︑
詠
歌
状
況
か
ら
和
歌
を
切
り
離
す

こ
と
に
よ
っ
て
︑
詠
歌
状
況
に
依
存
し
て
詠
ま
れ
た
和
歌
を
︑
自
立
し
た
和
歌
と
し
て
享
受
す
る
場
を
提
供
し
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
︒

　

で
は
︑
さ
ら
に
詳
し
い
詠
歌
状
況
︑
ス
ト
ー
リ
ー
を
背
後
に
も
つ
歌
物
語
の
歌
に
つ
い
て
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
は
ど
の
よ
う
な
舞
台
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
次
節
で
は
︑﹃
平
中
物
語
﹄
の
和
歌
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
︒

三
　
六
帖
所
収
歌
物
語
歌
─
『
平
中
物
語
』
の
場
合
─

　
﹃
古
今
六
帖
﹄
は
︑﹃
平
中
物
語
﹄
か
ら
も
和
歌
を
取
り
入
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
︑
夙
に
仁
平
道
明
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

︒

そ
の
中
に
は
︑﹃
平
中
物
語
﹄
中
の
和
歌
本
文
と
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
そ
れ
と
の
間
に
本
文
異
同
が
あ
る
例
が
あ
る
︒

　
　
　
　

み
る
め

　
　

わ
た
つ
う
み
の
そ
こ
に
あ
れ
た
る
み
る
め
を
ば
み
舟
こ
ぎ
て
ぞ
あ
ま
は
か
る
て
ふ
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﹃
古
今
六
帖
﹄
第
三
︑
一
八
六
七
番

傍
線
部
分
﹁
み
舟
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
諸
本
間
で
異
同
は
な
い（

（
（

︒
こ
れ
を
﹁
三み

年と
せ

﹂
と
す
る
の
が
︑﹃
平
中
物
語
﹄
第
四
段
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑
こ
の
お
な
じ
男
︑
こ
の
二
年
ば
か
り
︑
も
の
い
ひ
す
さ
ぶ
る
人
ぞ
あ
り
け
る
︒
い
か
で
︑
な
ほ
対
面
せ
む
と
い
ふ
心
ぞ
︑
せ
ち
に

あ
り
け
る
︒
返
り
ご
と
に
︑
女
︑
か
く
な
む
︒

　
　

わ
た
つ
う
み
の
底
に
生
れ
た
る
み
る
め
を
ば
三
年
漕
ぎ
て
ぞ
海
人
は
刈
り
け
る

男
︑
返
し
︑

　
　

う
ら
み
つ
つ
春
三
返
り
を
漕
が
む
間
に
命
絶
え
ず
は
さ
て
や
や
み
な
む

　

か
か
る
ほ
ど
に
︑
こ
の
男
︑﹁
死
ぬ
べ
く
病
み
て
な
む
﹂
と
告
げ
け
れ
ば
︑
問
は
で
や
み
に
け
れ
ば
︑
さ
て
や
み
に
け
り
︒　　
　
　
　
　

 

﹃
平
中
物
語
﹄
第
四
段（

（
（

男
が
﹁
こ
の
二
年
ば
か
り
﹂
言
い
寄
っ
て
い
る
女
性
が
い
た
︒
な
ん
と
か
直
接
逢
い
た
い
と
い
う
こ
と
を
︑
こ
の
女
性
に
言
っ
て
送
っ
た
と
こ

ろ
︑﹁
海
人
は
三
年
も
舟
を
漕
い
で
み
る
め
を
刈
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
﹂
と
︑
女
性
か
ら
歌
を
詠
ん
で
き
た
︒
要
す
る
に
︑
こ
の
歌
は
︑﹁
ま
だ

二
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
の
で
逢
え
な
い
﹂
と
い
う
︑
男
性
を
拒
絶
す
る
女
性
の
歌
で
あ
る
︒
と
い
う
こ
と
は
︑﹃
平
中
物
語
﹄
で
は
︑﹁
三
年
﹂

と
い
う
本
文
が
肝
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
け
れ
ど
も
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
で
は
︑﹁
三
年
﹂
が
﹁
み
舟
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
本
文
異
同
に
は
︑

ど
の
よ
う
な
原
因
が
考
え
ら
れ
る
の
か
︒

　

こ
の
歌
は
︑
確
か
に
︑
物
語
構
成
上
︑﹁
三
年
﹂
と
い
う
語
が
重
要
で
あ
る
︒
だ
が
︑
物
語
か
ら
歌
が
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
と
︑
海
松
布
を

﹁
三
年
漕
ぎ
て
﹂
海
人
が
刈
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
︑
い
さ
さ
か
不
明
瞭
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑﹁
三
年
﹂
と
い
う
期
間

が
︑
ひ
と
つ
の
区
切
り
を
示
す
と
い
う
こ
と
も
考
え
得
る
︒
だ
が
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
﹁
み
舟
﹂
の
本
文
を
採
れ
ば
︑﹁
み
舟
こ
ぐ
﹂
と
い
う
︑
い



─ 47─

か
に
も
一
般
的
で
理
解
可
能
な
表
現
に
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
三
年
﹂﹁
み
舟
﹂
の
異
同
は
︑
お
そ
ら
く
︑
こ
の
和
歌
が
物
語
か
ら
切

り
離
さ
れ
て
初
め
て
︑
生
じ
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒

　

で
は
も
う
一
首
︑
次
の
歌
を
見
よ
う
︒

　
　
　
　

つ
ゑ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
い
な
ふ
こ
む

　
　

よ
よ
を
へ
て
ふ
り
た
る
お
き
な
つ
ゑ
つ
き
て
は
な
の
あ
た
り
を
見
る
よ
し
も
が
な

 

﹃
古
今
六
帖
﹄
第
四
︑
二
三
一
五
番

こ
の
歌
は
︑﹁
よ
よ
を
へ
て
﹂
が
﹁
御
代
を
経
て
﹂
の
か
た
ち
で
﹃
平
中
物
語
﹄
に
載
る
︒

　

こ
の
お
な
じ
男
の
も
と
に
︑
国
経
の
大
納
言
の
御
も
と
よ
り
︑
い
さ
さ
か
な
る
こ
と
の
た
ま
へ
る
に
︑
返
り
ご
と
聞
ゆ
と
て
︑
お
も
し
ろ

き
菊
に
ぞ
つ
け
た
り
け
る
︒
さ
り
け
れ
ば
︑
い
か
な
る
こ
と
を
か
書
い
た
り
け
む
︑
た
ち
返
り
︑
ま
た
︑
の
た
ま
へ
る
︑

　
　

御
代
を
経
て
古
り
た
る
翁
杖
つ
き
て
花
の
あ
り
か
を
見
る
よ
し
も
が
な

と
あ
り
け
れ
ば
︑
返
し
︑

　
　

た
ま
ぼ
こ
に
君
し
来
寄
ら
ば
浅
茅
生
に
ま
じ
れ
る
菊
の
香
は
ま
さ
り
な
む

 

﹃
平
中
物
語
﹄
第
二
十
一
段

こ
れ
は
︑
国
経
大
納
言
が
︑
菊
の
花
の
返
事
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒
長
寿
の
象
徴
の
菊
に
ち
な
ん
で
︑
自
ら
を
﹁
み
よ
を
経
て
古
り
た
る
翁
﹂
と

詠
ん
で
い
る
︒
こ
の
﹁
み
よ
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄︵
清
水
好
子
氏
︶
で
は
﹁
御
代
﹂
と
表
記
し
︑﹁
何
代
も
の
帝
に
お
仕
え
し

て
﹂
と
解
釈
す
る
︒
一
方
︑
目
加
田
さ
く
を
氏
は
︑﹁
三
代
﹂︑
す
な
わ
ち
︑﹁
三
代
の
帝
に
お
仕
え
し
て
﹂
と
解
す
る（

（
（

︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
仁
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平
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
︑
萩
谷
朴
氏
の
﹃
平
中
全
講
﹄
の
記
事
を
引
い
て
︑
次
の
よ
う
に
考
察
す
る
︒

こ
の
﹃
平
中
物
語
﹄
の
﹁
み
よ
を
経
て
﹂
と
い
う
本
文
は
︑
萩
谷
氏
が

﹁
み
よ
を
へ
て
﹂
の
﹁
み
よ
﹂
を
三
代
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
︵
目
加
田
説
も
同
じ
︶
が
︑
国
経
は
天
安
二
年
蔵
人
と
な
っ
て
以

後
︑
大
納
言
に
な
る
ま
で
に
も
︑
清
和
・
陽
成
・
光
孝
・
宇
多
・
醍
醐
と
五
代
の
天
皇
に
仕
え
て
い
る
︒︵﹃
平
中
全
講
﹄︶

と
さ
れ
る
よ
う
に
﹁
三
代
﹂
と
解
す
る
に
は
不
適
当
で
あ
り
︑
ま
た
注
釈
書
の
多
く
は
﹁
御
代
を
経
て
﹂
と
い
う
解
釈
を
と
る
が
︑
こ
れ
も

慣
用
句
と
し
て
は
殆
ど
用
い
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑﹁
世
々
を
経
て
﹂
と
い
う
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
現

存
の
静
堂
文
庫
蔵
本
の
本
文
﹁
み
よ
を
へ
て
﹂
は
書
写
の
過
程
で
誤
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
﹁
よ
ゝ
を
へ
て
﹂
が
本

来
の
形
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
あ
る
部
分
に
限
っ
て
言
え
ば
︑
必
ず
し
も
完
全
と
は
言
え
な
い
﹃
平
中
物
語
﹄
の
本

文
を
た
だ
す
外
部
資
料
と
し
て
の
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
意
義
を
︑
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

国
経
は
︑
蔵
人
か
ら
大
納
言
に
な
る
ま
で
︑
清
和
か
ら
醍
醐
の
五
代
の
天
皇
に
仕
え
て
い
る
た
め
︑﹁
三
代
﹂
と
す
る
の
は
当
た
ら
な
い
︒
ま

た
︑﹁
何
代
も
の
帝
﹂
の
意
味
の
﹁
御
代
を
経
て
﹂
と
い
う
表
現
も
︑
和
歌
の
慣
用
句
と
し
て
は
珍
し
く
︑
こ
れ
も
適
当
で
は
な
い
︒
一
方
︑﹃
古

今
六
帖
﹄
の
﹁
よ
よ
を
へ
て
﹂
は
︑
和
歌
の
用
例
が
数
多
く
あ
る
︒
そ
う
す
る
と
︑﹁
み
よ
﹂
は
﹁
よ
よ
﹂
が
書
写
の
過
程
で
誤
ら
れ
た
も
の
と

見
て
︑
伝
本
が
静
嘉
堂
文
庫
一
本
し
か
な
い
﹃
平
中
物
語
﹄
の
和
歌
本
文
を
︑﹁
あ
る
部
分
に
限
っ
て
言
え
ば
﹂﹁
た
だ
す
外
部
資
料
と
し
て
の

﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
意
義
を
︑
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
﹂
と
述
べ
る
の
で
あ
る
︒

　

た
し
か
に
︑﹁
み
よ
を
へ
て
﹂
よ
り
も
﹁
よ
よ
を
へ
て
﹂
の
方
が
︑
和
歌
の
表
現
類
型
に
拠
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
次

の
歌
を
見
よ
う
︒

︵
延
長
四
年
九
月
法
皇
の
御
六
十
賀
︑
京
極
の
み
や
す
所
の
つ
か
う
ま
つ
り
給
ふ
時
の
御
屛
風
の
う
た
十
一
首
︶
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竹

　
　

年
ご
と
に
生
ひ
そ
ふ
竹
の
よ
よ
を
へ
て
た
え
せ
ぬ
色
を
た
れ
と
か
は
み
ん

 

﹃
貫
之
集
﹄
一
九
八
番

　
　
　
　

お
な
じ
人
︵
清
慎
公
︙
︙
筆
者
註
︶
の
七
十
賀
し
侍
り
け
る
に
︑
竹
の
つ
ゑ
を
つ
く
り
て　

よ
し
の
ぶ

君
が
た
め
け
ふ
き
る
竹
の
杖
な
れ
ば
ま
た
も
つ
き
せ
ぬ
代
々
ぞ
こ
も
れ
る

 

﹃
拾
遺
集
﹄
巻
第
五
賀
︑
二
八
〇
番

い
ず
れ
も
賀
の
歌
で
あ
る
︒﹃
貫
之
集
﹄
歌
は
︑﹁
竹
﹂
と
と
も
に
﹁
よ
よ
︵
代
々
／
節
々
︶
を
へ
て
﹂
と
い
う
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら

に
︑﹃
拾
遺
集
﹄
の
能
宣
歌
で
は
︑﹁
竹
﹂﹁
杖
﹂﹁
代
々
︵
節
々
︶﹂
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
︒
賀
歌
の
典
型
的
表
現
の
ひ
と
つ
と
言
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
︒

　

し
か
し
︑
和
歌
だ
け
を
切
り
取
っ
て
並
べ
た
﹃
古
今
六
帖
﹄
の
和
歌
本
文
は
︑
も
と
の
詠
歌
状
況
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
お
り
︑
個
々
の
詠
歌
事

情
を
直
接
反
映
し
た
表
現
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
従
っ
て
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
本
文
で
︑﹃
平
中
物
語
﹄
の
中
の
和
歌
本

文
を
校
訂
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
や
は
り
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　

で
は
︑
こ
の
部
分
が
︑﹃
平
中
物
語
﹄
の
本
文
﹁
み
よ
を
へ
て
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
か
︒
も
っ
と
も
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄

第
十
六
段
に
は
︑﹁
三
代
の
み
か
ど
に
仕
う
ま
つ
り
て
﹂
と
あ
り
︑
長
年
朝
廷
に
仕
え
た
こ
と
を
い
う
定
型
表
現
を
踏
襲
し
た
と
も
考
え
得
る

が
︑
や
は
り
︑﹁
三
代
﹂
と
い
う
か
ら
に
は
︑
該
当
す
る
天
皇
を
推
定
し
て
み
た
く
な
る（

（
（

︒
そ
こ
で
い
ま
い
ち
ど
︑﹁
三
代
﹂
の
帝
に
仕
え
た
︑
と

い
う
解
釈
に
立
ち
戻
っ
て
考
え
て
み
た
い
︒

　

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
国
経
は
︑
蔵
人
と
な
っ
て
以
後
︑
大
納
言
に
な
る
ま
で
に
も
︑
清
和
・
陽
成
・
光
孝
・
宇
多
・
醍
醐
と
五
代
の
天
皇

に
仕
え
て
い
る
︒
こ
の
点
を
も
っ
て
︑﹁
三
代
﹂
と
い
う
本
文
が
否
定
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
目
加
田
氏
は
︑﹁
陽
成
︑
光
孝
︑
宇
多
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天
皇
の
三
代
に
歴
仕
し
て
当
帝
︵
醍
醐
︶
に
及
ん
で
の
意
︒﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る（

（
（

︒
そ
こ
で
︑
第
五
十
七
代
の
陽
成
天
皇
か
ら
第
六
十
代
の
醍

醐
天
皇
ま
で
の
皇
統
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒

こ
の
時
期
︑
第
五
十
四
代
の
仁
明
天
皇
か
ら
︑
ま
ず
文
徳
天
皇
に
皇
統
が
繫
が
る
の
だ
が
︑
第
五
十
七
代
の
陽
成
帝
に
至
る
と
︑
次
は
︑
世
代
を

溯
っ
て
︑
仁
明
帝
の
子
で
あ
る
光
孝
天
皇
か
ら
︑
宇
多
・
醍
醐
と
続
く
︒
い
わ
ゆ
る
光
孝
天
皇
系
の
皇
統
で
あ
る
︒
こ
の
光
孝
天
皇
系
の
皇
統

が
︑
後
に
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
︑
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
の
天
皇
の
系
統
は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
必
ず
し
も
安
定
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

そ
う
す
る
と
︑
国
経
が
仕
え
た
と
い
う
天
皇
を
﹁
三
代
﹂
と
す
る
場
合
︑
前
述
の
﹁
陽
成
︑
光
孝
︑
宇
多
天
皇
の
三
代
﹂
に
仕
え
て
︑
現
在
の

醍
醐
に
及
ん
で
︑
と
解
釈
す
る
他
に
︑
光
孝
天
皇
か
ら
始
ま
る
直
系
の
天
皇
︑
す
な
わ
ち
︑
光
孝
・
宇
多
・
醍
醐
と
捉
え
る
可
能
性
も
︑
い
ち
ど

想
定
し
て
み
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

そ
も
そ
も
国
経
は
︑
清
和
天
皇
の
后
︑
高
子
の
兄
で
︑
陽
成
天
皇
の
伯
父
に
あ
た
る
︒
高
子
が
中
宮
の
と
き
中
宮
大
夫
に
も
な
り
︑
陽
成
天
皇

　
　
　
　
　
　
　

良
房　
　
　

基
経
︿
養
子
﹀

　

冬
嗣 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

基
経
︵
三
男
︶

　
　
　
　
　
　
　

長
良　
　
　

国
経
︵
長
男
︶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
子

　
　
　
　
　
　

55
文
徳　
　

56
清
和　
　

57
陽
成

54
仁
明 

　
　
　
　
　
　

58
光
孝　
　

59
宇
多　
　

60
醍
醐

                    　
　
　
　
　

       

温基経
女子　
　
　

穏基経
女子

＝＝

＝

⇒



─ 51─

の
時
代
に
は
︑
皇
后
宮
大
夫
・
参
議
と
な
っ
た
︒
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
二
年
間
は
陽
成
天
皇
の
治
世
で
あ
っ
た
が
︑
間
も
な
く
光
孝
天
皇
の
時
代
に
移

っ
て
い
く
︒

　

ち
な
み
に
︑
国
経
は
︑
藤
原
長
良
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
が
︑
三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
基
経
は
︑
国
経
と
は
異
母
兄
弟
に
あ
た
り
︑
藤
原
良

房
に
見
込
ま
れ
て
養
子
に
な
り
︑
文
徳
系
統
の
最
後
︑
陽
成
天
皇
を
廃
し
て
︑
光
孝
天
皇
を
立
て
た
人
物
で
あ
る
︒
娘
を
宇
多
天
皇
・
醍
醐
天

皇
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
后
と
し
︑
当
時
の
政
治
権
力
を
握
っ
て
︑
史
上
初
の
関
白
に
な
っ
た
︒
国
経
は
︑
こ
の
基
経
よ
り
も
昇
進
が
大
幅
に
遅
れ
た
の

は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
八
十
一
歳
ま
で
生
き
︑
大
納
言
︑
正
三
位
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

と
も
あ
れ
︑
仮
に
﹁
三
代
を
へ
て
﹂
と
い
う
意
味
で
解
釈
で
き
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
︑﹃
平
中
物
語
﹄
の
中
で
読
み
取
れ
る
内
容
で
あ
り
︑

和
歌
の
み
を
取
り
出
す
と
︑
と
た
ん
に
表
現
類
型
か
ら
外
れ
た
︑
珍
し
い
表
現
と
見
え
て
し
ま
う
の
は
︑
さ
き
ほ
ど
の
仁
平
氏
の
指
摘
の
と
お
り

で
あ
る
︒
こ
の
例
も
︑
先
に
取
り
上
げ
た
﹃
平
中
物
語
﹄
の
例
と
同
じ
よ
う
に
︑
和
歌
が
背
後
の
物
語
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
時
点
で
︑
和
歌
の
類

型
表
現
へ
と
引
か
れ
て
い
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒

　

和
歌
は
︑
も
と
の
詠
歌
状
況
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
︑
表
現
が
類
型
に
引
か
れ
︑
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
あ
る
︒
一
首
の
和
歌
が
︑
本
文
異
同

を
生
み
な
が
ら
伝
わ
っ
て
い
き
︑
そ
の
和
歌
資
料
が
一
定
の
量
︑
蓄
積
さ
れ
た
と
き
に
︑
そ
れ
ら
を
︑
実
証
的
な
視
点
か
ら
︑
分
類
・
整
理
し
よ

う
と
い
う
機
運
が
生
ま
れ
て
く
る
︒
最
後
に
︑
そ
の
例
に
触
れ
て
お
こ
う
︒

四
　『
歌
枕
名
寄
』
に
お
け
る
六
帖
所
収
万
葉
歌
の
分
類

　

十
四
世
紀
に
入
り
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
と
い
う
歌
集
が
編
纂
さ
れ
た
︒
歌
枕
の
所
在
を
特
定
し
︑
そ
の
地
を
詠
ん
だ
和
歌
を
歌
枕
ご
と
に
分
類
し

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
一
首
の
歌
で
も
︑
複
数
の
歌
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
た
め
︑
そ
れ
ら
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
︑
本
文
を
比

較
し
な
が
ら
出
典
を
記
す
と
い
う
実
証
的
な
姿
勢
で
編
纂
さ
れ
て
い
る
︒

　

そ
の
整
理
対
象
と
な
っ
た
歌
集
に
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
も
含
ま
れ
て
い
る
︒﹃
歌
枕
名
寄
﹄
は
︑
万
葉
歌
と
六
帖
所
収
万
葉
歌
と
の
間
に
本
文
異
同

が
あ
る
場
合
︑
そ
の
異
同
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の
か
︒
次
の
例
を
通
し
て
︑
ま
ず
﹃
歌
枕
名
寄
﹄
の
編
纂
姿
勢
を
確
認
し
て
み
た
い
︒
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金
山　

和
曰
古
加
禰
山　

又
云
加
奈
山　

又
云
安
騎
山　

六
帖
加
奈
山
云
云

六
帖

か
な
山
の
下
ひ
が
し
た
に
な
く
と
り
の
こ
ゑ
だ
に
き
か
ば
何
か
な
げ
か
ん

万
十

金ア
キ
ヤ
マ
ノ

山　
　

舌シ
タ
ヒ
ガ
シ
タ
ニ

日
下　
　

鳴ナ
ク
ト
リ
ノ鳥　

　

音
コ
ヱ
ダ
ニ
キ
カ
バ

聞　
　

何
ナ
ニ
ヤ
ナ
ゲ
カ
ン

嘆

裏
書
云
︑
万
葉
歌
秋
雑
歌
也
︑
訓
秋
山
者
有
其
便
歟
︑
私
云
金
西
方
秋
也
︑
随
俊
頼
朝
臣
詠
云
︑
我
が
ご
と
く
世
に
す
み
か
ね
て
秋

山
の
し
た
ひ
が
し
た
に
さ
を
し
か
な
く
も
︑
此
歌
以
万
葉
為
本
歌
歟
︑
但
六
帖
か
な
山
と
い
へ
り
︑
先
達
歌
枕
皆
如
斯
︑
仍
守
之

 

﹃
歌
枕
名
寄
﹄﹇
万
治
版
本
﹈
巻
第
二
十
七
︑
六
八
七
七
・
六
八
七
八
番

右
は
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
の
江
戸
期
の
流
布
本
︑
万
治
版
本
に
収
め
ら
れ
る
﹁
金
山
﹂
題
の
歌
で
あ
る
︒
集
付
を
﹁
六
帖
﹂﹁
万
十
﹂
と
す
る
歌
が
一

首
ず
つ
載
り
︑
左
注
で
は
︑
も
っ
ぱ
ら
初
句
﹁
金
山
﹂
の
訓
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
︒

　

だ
が
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
一
首
目
の
集
付
﹁
六
帖
﹂
の
歌
の
第
三
句
で
あ
る
︒﹃
歌
枕
名
寄
﹄
万
治
版
本
で
は
﹁
と
り
の
﹂
だ
が
︑
写

本
群
は
す
べ
て
﹁
か
は
つ（

（
（

﹂
で
あ
る
︒
一
方
︑
こ
の
箇
所
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
に
お
い
て
は
︑
次
の
よ
う
な
本
文
で
あ
る
︵
略
号
﹇
桂
﹈
は
︑﹃
新

編
国
歌
大
観
﹄
の
底
本
で
も
あ
る
桂
宮
本
︑
ま
た
︑﹇
寛
﹈
は
︑
江
戸
期
の
流
布
本
で
あ
る
寛
文
九
年
版
本
を
指
す
︶︒

﹇
桂
﹈
か
ね
山
の 

し
た
ひ
か
し
た
に 

な
く
か
は
つ 

声
た
に
き
か
は 

な
に
か
な
け
か
ん

﹇
寛
﹈
か
ね
山
の 

し
た
ひ
か
下
に 

啼
蛙

と
り
の
イ 

聲
た
に
き
か
は 

な
に
か
な
け
か
ん

 

﹃
古
今
六
帖
﹄
第
二
帖
︑
八
三
二
番　

題
﹁
山
﹂　

作
者
﹁
人
ま
ろ（

（（
（

﹂
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す
な
わ
ち
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
諸
本
の
本
行
は
﹁
か
は
つ
︵
蛙
︶﹂
で
異
同
は
な
い
︒
だ
が
︑
寛
文
版
本
の
傍
書
に
は
﹁
と
り
の
イ
﹂
と
記
さ
れ
る

　

そ
も
そ
も
こ
の
歌
は
︑
次
の
万
葉
歌
を
出
典
と
す
る
と
見
ら
れ
る
︒

　
　

金
ア
キ（
カ
ナ
）ヤ
マ
ノ

山　
　

舌シ
タ
ヒ
ガ
シ
タ
ニ

日
下　
　

鳴ナ
ク
ト
リ
ノ鳥　

　

音コ
ヱ
ダ
ニ
キ
カ
バ

谷
聞　
　

何
ナ
ニ
カ
ナ
ゲ
カ
ム

嘆

　
　

あ
き
や
ま
の　

し
た
ひ
が
し
た
に　

な
く
と
り
の　

こ
ゑ
だ
に
き
か
ば　

な
に
か
な
げ
か
む

 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
十
秋
相
聞
︑
二
二
四
三
︵
二
二
三
九
︶
番

こ
の
本
文
は
︑
先
の
﹃
歌
枕
名
寄
﹄
所
載
の
集
付
﹁
万
十
﹂
歌
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒

　

で
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
本
行
の
﹁
か
は
つ
﹂
は
ど
こ
か
ら
来
た
か
と
い
え
ば
︑
ど
う
や
ら
次
に
挙
げ
る
も
う
一
首
の
万
葉
歌
の
第
三
句
に
拠

る
よ
う
で
あ
る
︒

　
　
　
　
　
　

 

寄
レ
蝦

　
　

朝
ア
サ
カ
ス
ミ

霞　
　

鹿
カ
ヒ
ヤ
ノ
シ
タ
ニ

火
屋
之
下
尓　
　

鳴
ナ
ク
カ
ハ
ヅ

蝦　
　

声コ
ヱ
ダ
ニ
キ
カ
バ

谷
聞
者　
　

吾ワ
レ
コ
ヒ
メ
ヤ
モ

将
恋
八
方

　
　

あ
さ
か
す
み　

か
ひ
や
が
し
た
に　

な
く
か
は
づ　

こ
ゑ
だ
に
き
か
ば　

あ
れ
こ
ひ
め
や
も

 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
十
秋
相
聞
︑
二
二
六
九
︵
二
二
六
五
︶
番

確
か
に
︑﹁
︙
︙
し
た
に
／
な
く
○
○
○
／
こ
ゑ
だ
に
き
か
ば
﹂
と
い
う
一
首
の
骨
組
み
が
一
致
し
て
い
る
︒﹁
○
○
○
﹂
の
部
分
は
交
替
可
能
な

表
現
パ
タ
ー
ン
と
し
て
認
識
さ
れ
や
す
か
っ
た
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
︒

　
﹃
歌
枕
名
寄
﹄
写
本
群
に
見
え
る
本
文
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
﹁
か
は
つ
﹂
本
文
を
そ
の
ま
ま
採
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
そ
の
後
︑
万
治
版
本

を
作
る
際
に
︑
以
上
の
よ
う
な
検
証
を
行
い
︑﹁
と
り
の
﹂
に
改
変
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
︒
実
は
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
万
治
版
本
は
万
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治
二
年
︵
一
六
五
九
︶
刊
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
寛
文
版
本
は
寛
文
九
年
︵
一
六
六
九
︶
刊
で
︑
江
戸
期
の
刊
本
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
よ
り
も
﹃
歌
枕
名

寄
﹄
が
先
行
す
る
︒
そ
う
す
る
と
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
寛
文
版
本
の
異
文
傍
書
﹁
と
り
の
イ
﹂
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
拠
っ
た
︑
あ
る
い
は
︑﹁
と
り
の
﹂

本
文
を
も
つ
六
帖
伝
本
が
か
つ
て
実
在
し
た
と
想
定
し
︑
そ
こ
か
ら
き
た
可
能
性
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
︑﹁
六
帖
﹂
の
集
付
の
あ
る
﹃
歌
枕
名
寄
﹄

万
治
版
本
と
の
接
触
も
想
定
し
得
る
で
あ
ろ
う
︒

　

そ
し
て
検
討
す
べ
き
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
本
文
﹁
な
く
か
は
づ
﹂
を
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
万
治
版
本
の
よ
う
に
︑
万
葉
歌
と
同
一
の
﹁
な
く
と
り

の
﹂
と
し
て
し
ま
う
こ
と
の
是
非
で
あ
る
︒
平
安
期
に
お
い
て
︑﹁
か
は
づ
﹂
と
い
え
ば
︑﹃
古
今
集
﹄
春
歌
下
の
﹁
か
は
づ
な
く
ゐ
で
の
山
吹

ち
り
に
け
り
花
の
さ
か
り
に
あ
は
ま
し
も
の
を
﹂︵
一
二
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
題
し
ら
ず
︶
の
影
響
の
も
と
︑
晩
春
か
ら
初
夏
の
景
物
と
し
て

定
着
す
る
︒
だ
が
︑
溯
っ
て
﹃
万
葉
集
﹄
で
は
︑
巻
第
十
秋
雑
歌
に
﹁
神
奈
備
の
山
下
と
よ
み
行
く
水
に
か
は
づ
鳴
く
な
り
秋
と
言
は
む
と
や
﹂

︵
二
一
六
六
・
二
一
六
二
・
蝦
を
詠
む
︶
を
は
じ
め
と
し
て
︑
秋
に
鳴
く
﹁
か
は
づ
﹂
も
詠
ま
れ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
︑
前
掲
﹃
万
葉
集
﹄
二
二

六
九
︵
二
二
六
五
︶
番
の
﹁
な
く
か
は
づ
﹂
歌
も
︑﹁
秋
相
聞
﹂
中
の
一
首
で
あ
っ
た
︒﹃
古
今
六
帖
﹄
本
文
の
﹁
し
た
ひ
が
し
た
﹂︵
紅
葉
の
陰
︶

で
鳴
く
﹁
か
は
づ
﹂
も
︑
万
葉
歌
の
表
現
類
型
に
沿
っ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
と
見
做
さ
れ
よ
う（

（（
（

︒
そ
う
す
る
と
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
万
治

版
本
の
編
者
が
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
も
つ
︑
こ
の
よ
う
な
出
典
歌
集
と
の
間
の
本
文
の
揺
ら
ぎ
─
こ
の
場
合
︑
万
葉
歌
が
﹃
古
今
六
帖
﹄
に
収

め
ら
れ
る
ま
で
の
ど
の
時
点
で
こ
の
か
た
ち
に
変
化
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
─
を
誤
り
と
見
て
︑
万
葉
歌
本
文
に
戻
し
た
と
す
れ
ば
︑

﹃
古
今
六
帖
﹄
所
収
歌
の
表
現
と
し
て
は
︑
過
剰
と
も
言
え
る
校
訂
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
に
は
︑
そ
の
成
立
過
程
に
お
い
て
︑
き
わ
め
て
実
証
的
と
も
言
え
る
編
纂
姿
勢
が
窺
え
る
︒
一
方
の
﹃
古
今
六

帖
﹄
は
︑
収
め
ら
れ
た
万
葉
歌
を
見
る
と
︑
必
ず
し
も
﹃
万
葉
集
﹄
成
立
時
の
訓
を
目
指
し
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
そ
の
平
安
時
代
風
の
翻
訳
と

で
も
言
う
べ
き
部
分
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
従
っ
て
︑
万
葉
歌
を
そ
の
詠
歌
状
況
か
ら
切
り
離
す
の
み
な
ら
ず
︑
平
安
中
期

と
い
う
時
代
に
置
い
て
︑
本
文
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
が
存
す
る
︒
次
の
歌
は
︑
万
葉
歌
と
六
帖
所
収
万
葉
歌
の
扱
い
を
め
ぐ
り
︑﹃
歌

枕
名
寄
﹄
諸
本
間
で
︑
段
階
的
な
試
行
錯
誤
の
跡
が
見
え
る
︒
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︵
近
江
の
荒
れ
た
る
都
に
過
る
時
に
︑
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌
︶

　
　

楽サ
サ
ナ
ミ
ノ

浪
之　
　

思シ
ガ
ノ
カ
ラ
サ
キ

賀
乃
辛
碕　
　

雖サ
キ
ク
ア
レ
ド

幸
有　
　

大オ
ホ
ミ
ヤ
ヒ
ト
ノ

宮
人
之　
　

船フ
ネ
マ
チ
カ
ネ
ツ

麻
知
兼
津

　
　

さ
さ
な
み
の　

し
が
の
か
ら
さ
き　

さ
き
く
あ
れ
ど　

お
ほ
み
や
ひ
と
の　

ふ
ね
ま
ち
か
ね
つ

 

﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
一
︑
三
〇
︵
三
〇
︶
番

　

こ
の
歌
は
︑
柿
本
人
麿
が
︑
廃
墟
と
な
っ
た
近
江
大
津
宮
に
立
ち
寄
っ
た
時
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒
昔
と
変
わ
ら
ず
に
あ
る
志
賀
の
唐
﨑
だ

が
︑
昔
の
大
宮
人
の
舟
は
︑
今
と
な
っ
て
は
い
く
ら
待
っ
て
い
て
も
来
な
い
︑
と
い
う
︒

　

こ
の
万
葉
歌
は
︑
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
万
治
版
本
で
は
︑
歌
枕
﹁
辛
崎
﹂
題
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
同
題
の

三
首
目
に
︑﹁
六
帖
﹂
の
集
付
で
︑
こ
の
万
葉
歌
と
酷
似
し
た
表
現
の
歌
が
載
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
　
　
　
　

辛
崎　

浜

　
　
　
　
　
　

万
一

　
　

楽サ
ザ
ナ
ミ
ノ

浪
之　
　

思シ
ガ
ノ
カ
ラ
サ
キ

賀
乃
辛
崎　
　

雖
サ
キ
ク
ア
レ
ド

幸　
　

大オ
ホ
ミ
ヤ
ビ
ト
ノ

宮
人
之　
　

船フ
ネ
マ
チ
カ
ネ
ツ

麻
知
兼
津

　
　
　
　

同
十
三

　
　

あ
め
つ
ち
を
こ
ひ
ね
ぎ
か
た
し
さ
き
く
あ
ら
ば
又
か
へ
り
み
ん
志
賀
の
か
ら
さ
き

　
　
　
　

六
帖

　
　

さ
ざ
な
み
や
し
が
の
か
ら
さ
き
み
ゆ
き
し
て
お
ほ
み
や
人
の
ふ
な
よ
そ
ひ
せ
り

 

﹃
歌
枕
名
寄
﹄﹇
万
治
版
本
﹈
巻
第
二
十
二
︑
五
九
五
六
～
五
九
五
八
番

そ
の
﹁
六
帖
﹂
歌
と
は
︑
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
﹁
み
ゆ
き
﹂
題
に
載
る
歌
で
あ
る
︒
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﹇
桂
﹈
さ
ゝ
な
み
の 

し
か
の
か
ら
さ
き 

み
ゆ
き
し
て 

お
ほ
宮
人
の 

ふ
な
よ
そ
ひ
せ
り

﹇
寛
﹈
さ
ゝ
浪
や 

志
賀
の
か
ら
さ
き 

行
幸
し
て 

大
宮
人
の 

舟
よ
そ
ひ
せ
り

 

﹃
古
今
六
帖
﹄
巻
第
二
︑
一
二
三
二
番　

題
﹁
み
ゆ
き
﹂

こ
こ
で
﹃
万
葉
集
﹄
と
﹃
古
今
六
帖
﹄
の
歌
の
本
文
を
比
較
し
て
み
る
と
︑
第
三
句
と
結
句
が
異
な
る
他
は
︑
全
く
一
致
す
る
︒
ち
な
み
に
︑

﹃
万
葉
集
﹄
諸
本
に
は
︑
第
三
句
と
結
句
に
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
歌
と
同
一
本
文
を
も
つ
も
の
は
な
い（

（（
（

︒
こ
れ
ら
の
句
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
諸
本
共
通

の
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
は
な
い
本
文
な
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
で
は
﹁
み
ゆ
き
﹂
題
の
歌
の
一
首
で
あ
り（

（（
（

︑
第
三
句
﹁
み
ゆ
き
し
て
﹂

が
︑
題
と
和
歌
と
を
明
確
に
つ
な
い
で
い
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑﹁
み
ゆ
き
﹂
と
い
う
題
が
︑﹁
み
ゆ
き
し
て
﹂
と
い
う
表
現
を
︑﹃
古
今
六
帖
﹄

の
本
文
と
し
て
固
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
︒
こ
の
﹃
古
今
六
帖
﹄
本
文
で
は
︑﹁
志
賀
の
唐
﨑
﹂
で
大
宮
人
が
船
の
準
備
を
す
る

様
子
を
詠
ん
だ
歌
と
な
り
︑
前
掲
の
万
葉
歌
と
は
︑
一
首
の
意
味
が
大
き
く
違
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

　
﹃
古
今
六
帖
﹄
の
結
句
に
見
え
る
﹁
舟
よ
そ
ひ
﹂
は
︑
い
わ
ゆ
る
万
葉
語
で
あ
る（

（（
（

︒
だ
が
︑﹁
志
賀
の
唐
﨑
﹂
は
︑
平
安
中
期
に
は
︑
祓
え
の
地

と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
る
︒
ま
た
︑
屛
風
歌
で
も
︑
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
︑﹁
か
ら
さ
き
に
祓
し
た
る
所
﹂
が
詠
ま
れ
て
お
り
︑
屛
風
絵
の
図
柄
と

し
て
も
︑
あ
る
程
度
定
着
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒

粟
田
右
大
臣
家
の
障
子
に
︑
か
ら
さ
き
に
祓
し
た
る
所
に
あ
み
ひ
く
か
た
か
け
る
所　

平
祐
挙

み
そ
ぎ
す
る
け
ふ
か
ら
さ
き
に
お
ろ
す
あ
み
は
神
の
う
け
ひ
く
し
る
し
な
り
け
り

 

﹃
拾
遺
集
﹄
巻
第
十
神
楽
歌
︑
五
九
五
番

そ
う
す
る
と
︑
平
安
中
期
の
人
々
に
と
っ
て
は
︑
祓
え
の
場
と
し
て
の
﹁
唐
﨑
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
と
い
っ
た
こ
と
も
︑
万
葉
歌
と
の
異
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文
を
生
じ
た
原
因
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
︒

　

こ
の
﹃
古
今
六
帖
﹄
歌
が
︑
さ
き
の
万
葉
歌
と
全
く
関
係
な
く
詠
ま
れ
た
と
は
︑
到
底
考
え
ら
れ
な
い
︒
そ
の
一
方
で
︑
第
三
句
と
結
句
が
異

な
る
た
め
に
︑
歌
の
意
味
は
大
き
く
異
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
関
係
の
万
葉
歌
と
古
今
六
帖
所
収
万
葉
歌
を
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
万
治
版
本
は
︑
そ
れ

ぞ
れ
別
個
に
列
挙
す
る
こ
と
で
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

と
こ
ろ
が
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
が
万
治
版
本
に
至
る
ま
で
の
成
立
過
程
で
は
︑
以
下
の
よ
う
な
写
本
の
段
階
を
踏
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
　

 　
　
　
　

辛
崎
浜

万
一　

さ
ゝ
な
み
や
し
か
の
か
ら
さ
き
さ
て
は
あ
れ
と
大
宮
人
の

ソ
カ

舟フ
ナ
ヨ
ハ
イ
セ
リ
六
帖

待
か
ね
つ

 

﹃
歌
枕
名
寄
﹄﹇
永
青
文
庫
本
﹈
巻
第
二
十
二
︵﹃
校
本
﹄
七
六
九
・
七
七
〇
頁
︑
三
三
六
五
番
︶

﹃
歌
枕
名
寄
﹄
に
は
︑
永
青
文
庫
本
以
下
の
写
本
群
が
現
存
す
る
が
︑
右
の
永
青
文
庫
本
の
他
︑
高
松
宮
家
本
﹁
サ
ミ
ユ
キ
シ
テ
イ
六
帖

テ
ハ
ア
レ
ト
﹂

﹁
舟フ
ナ
ヨ
ハ
イ
ヤ
リ
イ
六
帖

待
カ
ネ
ツ
﹂︑
静
嘉
堂
文
庫
本
﹁
ふ
ねナ
ヨ
ソ
ヒ
セ
リ
六
帖

ま
ち
か
ね
つ
﹂
に
も
︑
万
葉
歌
の
本
文
の
み
を
挙
げ
︑
六
帖
歌
本
文
は
万
葉
歌
の
傍
書
と
し
て
校
合
し

て
い
る
跡
が
見
え
る（

（（
（

︒
こ
れ
は
︑
ま
ず
万
葉
歌
を
載
せ
︑
六
帖
歌
を
異
文
と
見
て
記
す
姿
勢
で
あ
ろ
う
︒

　

そ
し
て
︑
そ
の
次
の
段
階
で
は
︑
書
陵
部
本（

（（
（

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
万
葉
歌
と
六
帖
歌
と
を
並
べ
て
載
せ
る
と
い
う
形
態
が
見
ら
れ
る
︒

　
　
　
　
　
　
　

辛
崎
浜

大
宮
人　

さ
ゝ
な
み
や
し
か
の
か
ら
さ
き
ささ
き
くちは

あ
れ
と
大
宮
人
の
ふ
ね
ま
ち
か
ね
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
丸

六
帖 　

 

さ
ゝ
な
み
や
志
賀
の
か
ら
さ
き
み
ゆ
き
し
て
お
ほ
宮
人
の
ふ
な
よ
そ
ひ
せ
り
 

﹃
歌
枕
名
寄
﹄﹇
書
陵
部
本
﹈︵﹃
校
本
﹄
七
六
九
・
七
七
〇
頁
︑
三
三
六
五
番
︑
七
九
三
頁
︑
１
９
６
８
番
︶
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そ
の
後
︑
前
掲
の
万
治
版
本
の
よ
う
に
︑
万
葉
歌
と
六
帖
歌
の
間
に
︑
新
た
に
万
葉
歌
を
も
う
一
首
挿
入
し
て
︑
万
治
版
本
の
完
成
を
見
る
︑

と
い
っ
た
過
程
が
見
え
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
は
︑
現
代
の
本
文
研
究
に
も
通
じ
る
︑
出
典
を
明
記
し
た
り
︑
本
文
を
校
合
し
た
り
と
い
っ
た
実
証
的
な
姿
勢

で
和
歌
を
分
類
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
歌
枕
名
寄
﹄
と
同
時
代
に
は
︑
類
題
和
歌
集
﹃
夫
木
和
歌
抄
﹄
も
編
纂
さ
れ
る
が
︑
出

典
を
明
記
し
︑
本
文
を
忠
実
に
写
し
取
っ
て（

（（
（

整
理
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
に
共
通
す
る
︒
十
四
世
紀
の
和
歌
活
動
の
ひ
と
つ
の

特
色
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
一
方
の
﹃
古
今
六
帖
﹄
で
は
︑
も
と
の
詠
歌
状
況
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
和
歌
を
︑
類
題
と
い
う
舞
台
に
配
置

す
る
︒
そ
の
過
程
で
︑
時
に
は
和
歌
の
表
現
す
ら
︑
類
型
に
引
か
れ
た
か
た
ち
で
収
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
万
葉
歌
に
つ
い
て
も
︑

類
似
す
る
表
現
パ
タ
ー
ン
の
歌
の
組
み
合
わ
せ
や
︑
平
安
朝
風
の
解
釈
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
本
文
を
収
載
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
︒﹃
古
今
六

帖
﹄
と
﹃
歌
枕
名
寄
﹄
は
︑
類
題
和
歌
集
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
が
︑
そ
の
編
纂
時
期
は
隔
た
っ
て
お
り
︑
収
載
さ
れ
る
和
歌
本
文
の
質
︑
ひ

い
て
は
編
纂
姿
勢
そ
の
も
の
が
大
き
く
異
な
る
と
見
ら
れ
よ
う
︒
そ
う
す
る
と
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
所
収
歌
を
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
の
編
者
が
分
類
・
整

理
し
よ
う
と
し
た
と
き
︑
そ
の
扱
い
に
検
討
を
要
し
た
事
例
も
お
そ
ら
く
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
六
帖
所
収
万
葉
歌
が
︑

必
ず
し
も
﹃
万
葉
集
﹄
古
点
の
訓
と
一
致
し
な
い
こ
と
に
落
胆
し
た
近
代
の
研
究
姿
勢（

（（
（

に
も
重
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

五
　
ま
と
め

　

詠
歌
状
況
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
和
歌
が
︑
単
独
で
享
受
さ
れ
る
場
と
し
て
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
を
捉
え
る
と
き
︑
表
現
技
巧
が
捨
象
さ
れ
た
り
︑

類
型
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
表
現
や
当
世
風
に
改
め
ら
れ
た
表
現
で
歌
が
収
め
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
従
っ
て
︑
出
典
と
な
る
作
品
の
歌
本

文
と
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
所
載
本
文
と
の
間
に
異
同
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
ど
ち
ら
か
の
本
文
で
校
訂
す
る
前
に
︑
ま
ず
そ
の
異
同
の
質
の
吟
味
に

慎
重
を
期
さ
ね
ば
な
る
ま
い
︒

　

十
四
世
紀
に
入
り
︑﹃
歌
枕
名
寄
﹄
の
成
立
過
程
を
み
る
と
︑
万
葉
歌
と
六
帖
所
収
万
葉
歌
を
︑
同
一
歌
と
見
て
異
同
を
傍
書
と
し
て
示
す
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か
︑
そ
れ
と
も
別
の
歌
と
し
て
個
々
に
列
挙
す
る
か
︑
と
い
っ
た
判
断
に
お
い
て
変
化
が
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
六
帖
所
収
万
葉

歌
の
認
定
に
つ
い
て
は
︑
ど
の
程
度
︑
本
文
異
同
を
許
容
す
る
か
と
い
う
点
で
︑
現
代
に
お
い
て
も
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

（（
（

︒
こ
と
ほ

ど
さ
よ
う
に
︑
両
者
は
似
て
非
な
る
本
文
を
有
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
︒
そ
こ
に
は
︑
平
安
中
期
の
万
葉
訓
読
と
い
う
問
題
を
も
は
ら
む
が
︑

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
︑
一
般
に
︑
和
歌
が
伝
来
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
︑
ど
の
瞬
間
の
本
文
を
﹃
古
今
六
帖
﹄
が
収
載
し
て
い
る
の
か
︑
個
々

の
歌
に
つ
い
て
見
極
め
て
い
く
姿
勢
が
︑
や
は
り
必
要
で
あ
ろ
う（

（（
（

︒

　

江
戸
期
の
国
学
者
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
自
体
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︑
所
収
歌
の
出
典
と
本
文
異
同
を
悉
皆
調
査
し
た
︒
こ
の
研
究
の
方
向

性
は
︑
現
在
も
続
く
実
証
的
な
方
法
と
し
て
重
要
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
現
存
諸
本
に
お
け
る
本
文
の
乱
れ
も
指
摘
さ
れ
て
き

た
︒
そ
の
上
で
い
ま
い
ち
ど
︑
和
歌
表
現
の
本
質
に
立
ち
戻
り
た
い
︒﹃
古
今
六
帖
﹄
は
︑
平
安
中
期
に
お
け
る
︑
和
歌
本
文
の
自
立
と
再
生
を

促
す
場
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

註（
（
） 

以
下
︑
和
歌
の
引
用
は
︑
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
拠
る
︒
な
お
︑
一
部
表
記
を
変
え
た
箇
所
が
あ
る
︒

（
（
） 

﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
古
今
和
歌
六
帖
解
題
︵
橋
本
不
美
男
氏
・
相
馬
万
里
子
氏
・
小
池
一
行
氏
︶︒

（
（
） 

﹁﹃
平
中
物
語
﹄
の
成
立
年
代
下
限
─
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
歌
物
語
観
を
手
が
か
り
に
─
﹂︵﹃
中
古
文
学
﹄
第
十
六
号
︑
昭
和
五
十
年
九
月
︶︒

（
（
） 

以
下
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
諸
本
本
文
は
︑
桂
宮
本
・
寛
文
版
本
を
挙
げ
る
が
︑
そ
の
他
︑
黒
田
彰
子
氏
﹃
古
今
和
歌
六
帖
の
本
文
と
享
受
に
関
す
る
総
合

的
研
究
﹄︵
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶
研
究
成
果
報
告
書
︑
課
題
番
号22520209

︑
平
成
二
十
二
～
二
十
五
年
度
︶
に
拠
り
︑
現
存
十
三

本
の
伝
本
を
視
野
に
入
れ
て
考
察
す
る
︒
具
体
的
に
は
︑
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
永
青
文
庫
蔵
本
・
書
陵
部
蔵
御
所
本
・
書
陵
部
蔵
桂
宮
旧
蔵
本
・
大

久
保
正
氏
旧
蔵
岡
田
真
旧
蔵
本
・
福
留
温
子
氏
蔵
大
久
保
正
氏
旧
蔵
榊
原
家
旧
蔵
本
・
島
原
松
平
文
庫
蔵
本
・
内
閣
文
庫
蔵
林
羅
山
旧
蔵
本
・
兼
築
信

行
氏
蔵
本
・
田
林
義
信
氏
蔵
本
・
神
宮
文
庫
蔵
林
崎
文
庫
本
・
神
宮
文
庫
蔵
宮
崎
文
庫
本
・
内
閣
文
庫
蔵
和
学
講
談
所
旧
蔵
本
・
寛
文
九
年
版
本
︒
な

お
︑
寛
文
九
年
版
本
は
︑
黒
田
氏
の
報
告
書
で
は
︑
新
潟
大
学
附
属
図
書
館
佐
野
文
庫
蔵
本
に
拠
る
が
︑
本
稿
で
は
架
蔵
本
を
参
照
し
た
︒



─ 60─

（
（
） 

﹃
平
中
物
語
﹄
本
文
の
引
用
は
︑﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
に
拠
る
︒

（
（
） 
講
談
社
学
術
文
庫
﹃
平
仲
物
語
﹄︵
講
談
社
︑
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
︶︒

（
（
） 
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
十
六
段
で
は
︑
紀
有
常
が
仕
え
た
﹁
三
代
﹂
と
は
︑
仁
明
・
文
徳
・
清
和
天
皇
を
指
す
と
見
ら
れ
る
︒

（
（
） 

︵
註
6
︶
前
掲
書
一
一
六
頁
︒

（
（
） 

﹃
歌
枕
名
寄
﹄
写
本
本
文
の
確
認
は
︑
渋
谷
虎
雄
氏
編
﹃
校
本
謌
枕
名
寄　

本
文
編
﹄︵
桜
楓
社
︑
昭
和
五
十
二
年
三
月
︶
に
拠
る
︒

（
（0
） 

﹃
古
今
六
帖
﹄
が
︑
当
該
歌
の
作
者
を
人
麿
と
す
る
の
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
二
二
四
七
︵
二
二
四
三
︶
番
の
左
注
﹁
右
柿
本
朝
臣
人
麿
之
歌
集
出
﹂
を
も
っ

て
︑﹁
秋
相
聞
﹂
冒
頭
の
当
該
歌
か
ら
左
注
ま
で
の
五
首
を
人
麿
歌
集
の
歌
と
拡
大
解
釈
し
た
こ
と
に
拠
る
か
︒

（
（（
） 

﹁
か
は
づ
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
﹄︵
久
保
田
淳
氏
・
馬
場
あ
き
子
氏
編
︑
角
川
書
店
︑
平
成
十
一
年
五
月
︶﹁
蛙
︻
か
は
づ
︼﹂
の

項
︵
浅
田
徹
氏
︶
が
詳
し
い
︒
な
お
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
全
注
釈
﹄﹇
古
今
和
歌
六
帖
輪
読
会
︵
代
表
：
平
野
由
紀
子
氏
︶
著
﹈
②
第
二
帖
︵
平
成
二
十

六
年
六
月
︶﹇
お
茶
の
水
女
子
大
学E-book

サ
ー
ビ
ス　

http://w
w

w.lib.ocha.ac.jp/e-book/list_0002a.htm
l

﹈
で
は
︑
当
該
歌
の
上
句
を
︑﹁
か
ね

山
の
紅
葉
の
下
で
な
い
て
い
る
河
鹿
﹂
と
解
釈
し
︑﹁
か
は
づ
﹂
を
﹁
晩
春
か
ら
夏
の
こ
ろ
澄
ん
だ
美
し
い
声
で
な
く
︒﹂
と
注
す
る
︒

（
（（
） 

詳
し
く
は
︑
小
川
靖
彦
氏
﹃
萬
葉
学
史
の
研
究
﹄︵
お
う
ふ
う
︑
二
〇
〇
七
年
二
月
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
） 

﹃
校
本
萬
葉
集
﹄
二
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
四
年
四
月
︑
新
増
補
版
︶
に
拠
る
︒

（
（（
） 

﹃
古
今
六
帖
﹄
現
存
諸
本
で
は
︑﹁
み
ゆ
き
﹂
題
の
末
尾
に
配
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
） 

二
〇
九
三
︵
二
〇
八
九
︶・
四
三
八
九
︵
四
三
六
五
︶・
四
四
〇
七
︵
四
三
八
三
︶
番
︒
な
お
︑
現
代
の
新
訓
で
は
﹁
ふ
な
ぎ
ほ
ひ
﹂﹁
ふ
ね
は
て
て
﹂

と
読
む
﹁
舟
竟
﹂︵
三
六
・
三
六
︶︵
二
〇
〇
〇
・
一
九
九
六
︶
も
︑
西
本
願
寺
本
で
は
﹁
ふ
な
よ
そ
ひ
﹂
と
訓
ず
る
︒

（
（（
） 

︵
註
9
︶
渋
谷
氏
前
掲
書
に
拠
れ
ば
︑
写
本
群
は
︑
非
流
布
本
系
と
流
布
本
系
に
分
か
れ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
永
青
文
庫
本
・
高
松
宮
家
本
・
静
嘉
堂
文

庫
本
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
非
流
布
本
系
に
分
類
さ
れ
た
第
一
種
︑
第
二
種
︑
第
三
種
と
さ
れ
る
伝
本
で
あ
る
︒
な
お
︑
永
青
文
庫
本
・
高
松
宮
家
本
の
傍
書

に
見
ら
れ
る
﹁
フ
ナ
ヨ
ハ
イ
セ
リ
﹂︵
高
松
宮
家
本
の
﹁
︙
︙
ヤ
リ
﹂
は
﹁
︙
︙
セ
リ
﹂
か
︶
と
い
う
本
文
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
現
存
諸
本
に
は
未
見

で
あ
る
︒
永
青
文
庫
本
の
傍
書
の
﹁
ヨ
ハ
イ
﹂
の
﹁
ハ
﹂
に
︑
さ
ら
に
﹁
ソ
カ
﹂
と
傍
書
さ
れ
る
よ
う
に
︑﹁
ハ
﹂
は
﹁
ソ
﹂
の
誤
写
か
︒

（
（（
） 

︵
註
9
︶
渋
谷
氏
前
掲
書
に
拠
れ
ば
︑
書
陵
部
本
は
︑
写
本
群
の
う
ち
︑
流
布
本
系
︵
第
五
種　

甲
類
︶
に
分
類
さ
れ
て
い
る
伝
本
で
あ
る
︒

（
（（
） 

た
と
え
ば
︑
伊
倉
史
人
氏
﹁
夫
木
和
歌
抄
所
引
の
俊
頼
朝
臣
家
集
に
つ
い
て
─
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵 

﹃
散
木
奇
歌
集
﹄ 

を
め
ぐ
っ
て
─
﹂︵﹃
藝

文
研
究
﹄
第
七
十
号
︑
一
九
九
六
年
六
月
︶
で
は
︑﹃
夫
木
抄
﹄
所
収
﹃
散
木
奇
歌
集
﹄
歌
の
中
で
︑﹃
散
木
奇
歌
集
﹄
の
流
布
本
に
見
え
な
い
歌
が
︑

当
時
︑
新
出
本
で
あ
っ
た
冷
泉
家
本
に
存
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒﹃
夫
木
抄
﹄
の
出
典
歌
集
が
現
存
未
確
認
の
場
合
も
︑
そ
の
編
纂
時
に
は
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存
在
し
︑
あ
る
程
度
忠
実
に
書
写
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
事
例
で
あ
ろ
う
︒

（
（（
） 
平
井
卓
郎
氏
﹃
古
今
和
歌
六
帖
の
研
究
﹄︵
明
治
書
院
︑
昭
和
三
十
九
年
二
月
︶﹁
第
三
章　

古
今
和
歌
六
帖
と
万
葉
集
﹂﹁
第
二
節　

桂
本
万
葉
集
︑

古
点
と
古
今
六
帖
﹂
で
は
︑﹁
桂
本
と
六
帖
と
の
不
一
致
は
大
い
に
期
待
に
背
く
も
の
が
あ
り
︑
六
帖
が
果
た
し
て
古
点
を
伝
へ
た
か
ど
う
か
も
疑
は

し
い
こ
と
に
な
り
︵
以
下
略
︶﹂︵
六
三
頁
︶
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒︒

（
（0
） 

中
西
進
氏
﹃
古
今
六
帖
の
万
葉
歌
﹄︵
武
蔵
野
書
院
︑
昭
和
三
十
九
年
六
月
︶
凡
例
に
は
︑﹁
万
葉
歌
の
採
択
に
つ
い
て
﹂
と
題
す
る
項
目
の
中
に
︑
第

一
表
﹁
諸
氏
の
掲
げ
る
万
葉
歌
数
お
よ
び
本
書
の
場
合
﹂︵
一
〇
頁
︶
と
し
て
︑
石
塚
龍
麿
以
下
の
研
究
者
が
提
示
す
る
六
帖
所
収
万
葉
歌
数
一
覧
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
︒

（
（（
） 

拙
稿
﹁﹃
躬
恒
集
﹄
本
文
の
流
布
と
変
容
に
つ
い
て
─
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
を
通
し
て
─
﹂︵﹃
國
語
國
文
﹄
第
八
十
六
巻
第
七
号
︑
平
成
二
十
九
年

七
月
︶
で
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
に
収
め
ら
れ
た
﹃
躬
恒
集
﹄
の
歌
を
対
象
に
︑
同
様
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
︒

附
記

　

本
稿
は
︑﹁
古
典
籍
の
保
存
・
継
承
の
た
め
の
画
像
・
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
と
日
本
文
化
の
歴
史
的
研
究
﹂︵
同
志
社
大
学

人
文
科
学
研
究
所
第
19
期
研
究
会
第
4
研
究
︑
お
よ
び
科
学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤
研
究
︵
C
︶
課
題
番
号16K

00469

︑
二
〇
一
六
～

二
〇
一
八
年
度
︶
に
お
け
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
︒


