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『
六
百
番
歌
合
』
に
お
け
る
俊
成
の
歌
評
態
度

催
馬
楽
摂
取
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て

田

口

暢

之

は
じ
め
に

催
馬
楽
を
踏
ま
え
た
和
歌
の
作
例
は
平
安
時
代
の
半
ば
ご
ろ
か
ら
見

１
）

ら
れ
、
院
政
期
に
は
「
寄
催
馬
楽
恋
」
と
い
う
歌
題
が
歌
林
苑
や
徳
大
寺

実
定
主
催
の
歌
会
に
お
い
て
設
け
ら
れ
る
に
至
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
題

は
後
代
に
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
催
馬
楽
に
対
す
る
歌
人
の
関

心
は
院
政
期
を
中
心
に
高
ま
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
歌
人
の
催
馬
楽
受
容

に
関
す
る
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

２
）

い
る
。
平
安
中
期
か
ら
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
催
馬
楽
が
和
歌
に
摂
取

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
院
政
期
を
一
つ
の
山
場
と
す
る
こ
と
に
疑
い
は
な

い
。一

方
、
催
馬
楽
摂
取
に
対
す
る
同
時
代
歌
人
の
評
価
に
つ
い
て
も
研
究

が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
藤
原
俊
成
の
判
詞
を
分
析
し
た
植
木
朝
子
氏

の
論
考
に
よ
っ
て
、
そ
の
歌
評
態
度
を
整
理
し
て
お

３
）

こ
う
。

永
万
二
年
（
一
一
六
六
）
成
立
の
『
中
宮
亮
重
家
朝
臣
家
歌
合
』
に
お

け
る
祝
部
成
仲
詠
「
思
ひ
か
ね
慰
む
や
と
て
芹
つ
め
ば
田
中
の
井
戸
に
袖

ぞ
ぬ
れ
ぬ
る
」（
恋
・
十
三
番
左
・
一
三
七
）
に
対
し
、
俊
成
は
「『
田
中

の
井
戸
』
に
は
『
な
ぎ
摘
む
所
』
と
こ
そ
聞
き
な
ら
ひ
て
侍
れ
」
と
い
う

判
を
加
え
る
。
こ
の
と
き
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
、
次
の
催
馬
楽

「
田
中
」
で
あ
る
。

田
中
の
井
戸
に

光
れ
る
田
な
ぎ

摘
め
摘
め
あ
こ
め

小
あ
こ
め

た
た
り
ら
り

田
中
の
小
あ
こ
め

す
な
わ
ち
、
俊
成
は
成
仲
が
催
馬
楽
の
詞
章
に
反
し
て
「
芹
」
を
詠
ん

だ
こ
と
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
催
馬
楽
を
典
拠
と
認
め
て
い

る
こ
と
に
な
る
が
、
約
三
十
年
後
の
『
六
百
番

４
）

歌
合
』（
寄
風
恋
）
で
は
、

一
変
し
て
そ
れ
を
否
定
す
る
。

十
五
番

左

顕
昭

心
あ
ひ
の
風
い
づ
か
た
へ
吹
き
ぬ
ら
ん
我
に
は
ち
ら
す
言
の
葉
も
な

し

（
九
二
九
）

右
勝

隆
信

色
に
い
で
し
言
の
葉
も
み
な
枯
れ
は
て
て
涙
を
ち
ら
す
風
の
お
と
か

な

（
九
三
〇
）

右
申
云
、「
風
い
づ
か
た
へ
」
と
い
へ
る
、
こ
と
足
ら
ぬ
や
う

に
侍
り
。
左
申
云
、
右
歌
、
無
指
難
。

判
云
、
左
歌
「
風
い
づ
か
た
へ
」
と
い
へ
る
は
足
ら
ず
や
は
侍

る
べ
き
。

心
あ
ひ
の
風
」
こ
そ
、「
道
の
口
」
と
か
や
に
、
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「
武
生
の
国
府
に
我
は
あ
り
」
な
ど
い
ふ
事
に
や
と
思
ひ
給
ふ

る
ほ
ど
に
、
拠
り
所
な
く
や
。

右
歌
、
左
方
の
人
も
「
難
無
し
」
と
申
す
め
り
。
勝
侍
る
べ

し
。

顕
昭
の
踏
ま
え
た
催
馬
楽
「
道
の
口
」
は
次
の
よ
う
な
詞
章
を
も
つ
。

道
の
口

武
生
の
国
府
に

我
は
あ
り
と

親
に
申
し
た
べ

心
あ

ひ
の
風
や

さ
き
む
だ
ち
や

俊
成
の
「
拠
り
所
な

５
）

く
や
」
と
い
う
非
難
は
「
催
馬
楽
・
道
の
口
に
も

と
づ
く
表
現
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
典
拠
に
な
ら
な
い

と
言
う
」
と
解
釈
さ
れ
て

６
）

お
り
、
植
木
氏
も
そ
れ
を
踏
襲
す
る
。

一
方
、
俊
成
自
身
に
も
催
馬
楽
を
典
拠
と
す
る
作
例
が
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
れ
は
同
じ
催
馬
楽
を
引
用
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
を
新
歌
に

反
映
さ
せ
た
り
、「
萩
が
花
ず
り
」
と
い
う
美
的
な
言
葉
を
摂
取
す
る
こ

と
に
主
眼
が
置

７
）

か
れ
、「
こ
と
ば
を
厳
選
す
る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
」
と

評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
植
木
氏
は
催
馬
楽
を
典
拠
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
俊
成

の
二
面
的
な
態
度
を
指
摘
し
、
そ
の
実
作
に
お
い
て
は
催
馬
楽
摂
取
に
慎

重
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

し
か
し
、
植
木
氏
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
も
の
の
、
俊
成
に
は
次
の
よ

う
な
一
首
も
見
ら
れ
る
。

さ
み
だ
れ
は
ま
や
の
軒
ば
の
雨
そ
そ
き
あ
ま
り
な
る
ま
で
ぬ
る
る
袖

か
な

（
長
秋
詠
藻
・
述
懐
百
首
・
一
二
九
・
五

８
）

月
雨
）

こ
れ
は
催
馬
楽
「
東
屋
」
に
基

９
）

づ
く
。

東
屋
の

真
屋
の
あ
ま
り
の

そ
の
雨
そ
そ
き

我
立
ち
濡
れ
ぬ

殿
戸
開
か
せ
（
下
略
）

俊
成
は
「
五
月
雨
」
を
新
た
に
詠
む
が
、
表
現
や
発
想
の
類
似
性
は
高

く
、
か
な
り
催
馬
楽
に
依
拠
し
た
作
で
あ
る
点
は
看
過
で
き
な
い
。

ま
た
、『
千
載
集
』
に
は
「
寄
催
馬
楽
恋
」
を
題
と
す
る
一

10
）

首
と
、「
萩

が
花
ず
り
」
を
詠
ん
だ
二
首
が
採
ら
れ
て

11
）

い
る
。
前
者
は
勅
撰
集
の
う
ち

『
千
載
集
』
の
み
に
見
え
る
題
で
あ
り
、
後
者
は
前
後
の
時
代
で
は
『
後

拾
遺
集
』
と
『
新
勅
撰
集
』
に
一
首
ず
つ
し
か
入
集
し
て
い
な
い
表
現
で

12
）

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
中
宮
亮
重
家
朝
臣
家
歌
合
』
よ
り
、
成
立
時
期

が
『
六
百
番
歌
合
』
に
近
い
『
千
載
集
』
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
俊

成
の
催
馬
楽
に
対
す
る
強
い
関
心
が
読
み
取
れ
、
同
時
に
そ
れ
を
典
拠
と

認
め
て
い
た
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
。

そ
の
俊
成
が
、
そ
れ
か
ら
約
十
年
の
時
を
隔
て
た
と
は
い
え
、『
六
百

番
歌
合
』
に
お
い
て
催
馬
楽
は
典
拠
た
り
得
な
い
と
い
う
態
度
を
と
る
で

あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
歌
観
の
変
化
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

催
馬
楽
へ
の
態
度
が
正
反
対
に
な
る
と
い
う
大
き
な
変
化
な
の
で
、
も
う

少
し
慎
重
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

一

『
六
百
番
歌
合
』
に
お
け
る
「
拠
り
所
」
の
意
味

そ
も
そ
も
、
問
題
の
発
端
と
な
っ
た
『
六
百
番
歌
合
』
の
判
詞
「
拠
り

所
な
く
や
」
は
、「
催
馬
楽
が
典
拠
に
な
ら
な
い
」
と
解
釈
で
き
る
の
か
。

同
歌
合
に
お
け
る
俊
成
判
の
用
例
を
検
討
し
た
い
（
以
下
の
例
に
お
い
て

「
拠
り
所
」
な
ど
論
の
展
開
に
関
わ
る
部
分
に
主
要
な
異
同
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
旨
を
注
記
す
る
）。

十
三
番

絶
恋

左
勝

女
房

や
す
ら
ひ
に
い
で
に
し
人
の
通
ひ
路
を
古
き
野
原
と
今
日
は
見
る
か

― 2―



な

（
七
四
五
）

右

隆
信

し
ら
ざ
り
き
今
は
と
い
ひ
し
暁
を
や
が
て
ま
こ
と
の
言
の
葉
ぞ
と
は

（
七
四
六
）

（
難
陳
略
）

判
云
、（
中
略
）
右
、
事
の
寄
せ
あ
る
べ
き
歌
の
様
に
て
、
又

た
だ
「
言
の
葉
」
も
拠
り
所
な
く
き
こ
ゆ
。
左
、「
古
き
野
原
」

な
ど
い
へ
る
、
宜
し
く
侍
り
。
勝
と
す
べ
し
。

こ
の
二
箇
所
の
傍
線
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
縁
語
関
係
が
あ
っ
て
当
然
な

歌
の
有
様
で
」、「
表
現
の
根
拠
が
な
い
よ
う
に
聞
こ
え
る
」
と
解
さ
れ
、

後
者
に
つ
い
て
は
「『
暁
』『
言
の
葉
』
と
言
う
か
ら
に
は
『
露
』
な
ど
の

語
が
あ
っ
て
当
然
と
い
う
意
見
」
と
理
解
さ
れ
て

13
）

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

例
に
お
け
る
「
拠
り
所
な
く
き
こ
ゆ
」
は
、
縁
語
関
係
の
な
い
語
が
唐
突

に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
非
難
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
例
も
あ
る
。

五
番

左
持

顕
昭

睦
月
た
つ
け
ふ
の
ま
と
ゐ
や
百
敷
の
豊
の
明
か
り
の
始
め
な
る
ら
ん

（
九
）

右

寂
蓮

も
も
し
き
や
袖
を
つ
ら
ぬ
る
盃
に
ゑ
ひ
を
す
す
む
る
春
の
は
つ
か
ぜ

（
一
〇
）

（
難
陳
略
）

判
云
、（
中
略
）
又
「
豊
の
明
か
り
」、
宣
命
に
「
豊
明
」・「
豊

楽
」
と
か
き
た
り
と
は
見
え
侍
る
め
り
。
歌
の
風
体
に
お
き
て

ぞ
左
右
侍
る
べ
き
。
歌
の
意
趣
一
方
ば
か
り
は
、
さ
に
こ
そ
は

と
聞
え
侍
り
。
歌
の
常
の
な
ら
ひ
は

ま
と
ゐ
」
と
い
ひ
て
は

「
梓
弓
」
を
引
き
寄
せ
、「
豊
の
明
か
り
」
な
ど
詠
ま
む
と
き

は
「
曇
り
な
き
世
」
な
ど
こ
そ
、
常
に
は
詠
み
な
ら
ひ
て
侍
る

め
れ
。
こ
れ
は
、
こ
と
ご
と
拠
り
所
な
き
に
侍
る
べ
し
。（
中

略
）
左
の
「
ま
と
ゐ
」
も
つ
い
で
な
く
き
こ
ゆ
。
と
も
に
歌
合

に
勝
つ
べ
し
と
も
覚
え
侍
ら
ぬ
に
や
。
よ
り
て
又
持
と
申
す
べ

く
や
。

（
元
日
宴
）

俊
成
は
「
ま
と
ゐ
」
と
「
豊
の
明
か
り
」
に
縁
語
が
な
い
こ
と
を
指
摘

し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
「
こ
と
ご
と
拠
り
所
な
き
に
侍
る
べ
し
」
と
要
約

す
る
。
波
線
部
に
は
「
ま
と
ゐ
も
拠
り
所
な
く
」
と
い
う
異
文
が
存
在

し
、「
拠
り
所
」
が
縁
語
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
た
傍
証
と
な
ろ
う
。

さ
ら
に
、
判
詞
の
終
盤
で
は
「
左
の
『
ま
と
ゐ
』
も
つ
い
で
な
く
き
こ

ゆ
」
と
も
言
い
換
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
す
る
所
は
決
定
的
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
「
拠
り
所
」
の
用
法
が
俊
成
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
こ
と

も
、
次
の
難
陳
か
ら
窺
え
る
。

七
番

扇

左

女
房

手
に
な
ら
す
夏
の
扇
と
思
へ
ど
も
た
だ
秋
風
の
す
み
か
な
り
け
り

（
二
五
三
）

右
勝

信
定

夕
間
暮
れ
な
ら
す
扇
の
風
に
こ
そ
か
つ
が
つ
秋
は
立
ち
始
め
け
れ

（
二
五
四
）

右
申
云
、
夏
扇
風
棲
新
。
左
方
申
云
、

立
ち
始
む
」
と
い
へ

る
、
扇
に
は
拠
り
所
な
く
や
。
陳
云
、
風
・
秋
に
寄
せ
て
い

ふ
、
常
の
事
な
り
。
又
、「
斑
姫
裁
扇
」
と
も
作
れ
り
。（
下
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略
）

右
歌
の
「
立
ち
始
む
」
と
い
う
表
現
が
「
扇
」
の
「
拠
り
所
」
に
な
ら

な
い
と
い
う
左
方
の
難
に
対
し
、
右
方
は
「
立
つ
」
が
、「
風
」
や
「
秋
」

の
縁
語
で
あ
り
、「
扇
を
裁
つ
」
と
い
う
作
例
か
ら
「
扇
」
の
縁
語
と
も

見
な
し
得
る
こ
と
を
説
明
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
立
ち
始
む
」
の
典
拠
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、「
拠
り
所
」
が

「
縁
語
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
歌
人
全
般
の
共
通
認
識
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、『
六
百
番
歌
合
』
に
は
「
拠
り
所
」
の
用
例
が
散
見

す
る
が
、
新
大
系
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
「
縁
語
」
や
「
そ
の
言
葉
を
詠
む

根
拠
」
と
注
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
掲
「
道
の
口
」
の
例
の
よ
う
に

「
拠
り
所
」
を
「
典
拠
」
と
解
す
る
の
は
、
新
大
系
に
お
い
て
も
例
外
的

な
解
釈
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
例
外
は
本
当
に
必
要
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
新
大
系
が
「
典
拠
」
と
注
す
る
他
の
一
例
に
つ
い
て
も
検

討
し
た
い
。

一
番

新
樹

左
持

顕
昭

竜
田
山
若
緑
な
る
夏
木
立
紅
葉
の
秋
も
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ（

一
八
一
）

右

隆
信

面
影
は
時
雨
も
秋
の
紅
葉
に
て
薄
萌
黄
な
る
神
な
び
の
杜（

一
八
二
）

（
中
略
）
左
方
申
云
、
右
歌
、
題
を
ば
次
の
事
に
て
、
紅
葉
を

む
ね
と
し
た
る
様
に
き
こ
ゆ
。
又
、「
薄
萌
黄
」
も
さ
せ
る
拠

り
所
な
く
や
。

判
云
、「
竜
田
山
」・「
神
な
び
の
杜
」、「
若
緑
」・「
薄
萌
黄
」

同
じ
体
に
し
て
無
勝
劣
。
持
矣
。

傍
線
部
は
「『
薄
萌
黄
』
と
い
う
言
葉
も
特
に
典
拠
が
な
い
か
」
と
注

さ
れ
る
。
た
し
か
に
「
薄
萌
黄
」
と
詠
む
先
行
例
は

14
）

な
い
。
し
か
し
、
も

し
先
行
例
の
有
無
に
よ
る
非
難
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
「
若
緑
」
に

も
適
用
さ
れ
る
。「
若
緑
」
は
『
宇
津
保
物
語
』
に
二
首
見
ら
れ

15
）

る
が
、

顕
昭
が
そ
れ
を
典
拠
と
し
た
と
も
、
右
方
が
そ
れ
を
典
拠
と
し
て
想
起
し

た
と
も
考
え
に
く
い
。
典
拠
や
先
行
例
に
乏
し
い
の
は
両
首
に
共
通
す
る

こ
と
で
あ
り
、
右
歌
の
み
を
対
象
に
す
る
「
さ
せ
る
拠
り
所
な
く
や
」
の

意
味
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

で
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
「
拠
り
所
」
を
「
縁
語
」
の

意
味
に
解
し
て
、「
大
し
た
縁
語
が
な
い
か
」
と
理
解
し
た
ら
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

左
歌
は
「
秋
」・「
紅
葉
」・
紅
葉
の
名
所
「
竜
田
山
」
が
秋
に
関
連
す

る
が
、「
新
樹
」
の
題
は
「
若
緑
な
る
夏
木
立
」
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て

い
る
う
え
、「（
若
）
緑
」
と
「（
夏
）
木
立
」
は
縁
語
関
係
と
い

16
）

え
る
。

一
方
、
右
歌
は
「
秋
」・「
時
雨
」・「
紅
葉
」・
紅
葉
の
名
所
「
神
な
び

17
）

の
杜
」
を
秋
の
景
物
と
し
て
詠
む
が
、「
夏
」
に
関
す
る
こ
と
は
詠
ま
ず

「
薄
萌
黄
」
一
語
に
よ
っ
て
題
意
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
左
歌
が
「
若
緑
」
を
「
夏
木
立
」
と
関
連
付
け
る
の
に
対
し
、
右

歌
の
「
薄
萌
黄
」
は
孤
立
し
て
い
る
。

ま
た
、
左
歌
の
よ
う
に
「
竜
田
山
」
と
「
緑
」
を
詠
む
先
行
例
は
存
在

す

18
）

る
が
、
右
歌
の
よ
う
に
「
神
な
び
の
杜
」
と
「
緑
」
を
組
み
合
わ
せ
た

先
行
例
は
な
く
、「
薄
萌
黄
」
が
孤
立
し
て
い
る
こ
と
は
い
よ
い
よ
確
実

で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、「『
薄
萌
黄
』
も
さ
せ
る
拠
り
所
な
く
や
」
の

「
拠
り
所
」
も
ほ
か
の
諸
例
と
同
様
に
、「
典
拠
」
で
は
な
く
「
縁
語
」
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を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
問
題
の
判
詞
を
見
直
し
て

み
よ
う
。
歌
合
本
文
は
冒
頭
に
全
文
を
掲
げ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
抜
粋

し
、
典
拠
の
催
馬
楽
を
再
掲
す
る
。

心
あ
ひ
の
風
い
づ
か
た
に
吹
き
ぬ
ら
ん
我
に
は
ち
ら
す
言
の
葉
も
な

し

（
九
二
九
・
顕
昭
）

判
云
、（
中
略
）「
心
あ
ひ
の
風
」
こ
そ
、「
道
の
口
」
と
か
や

に
、「
武
生
の
国
府
に
我
は
あ
り
」
な
ど
い
ふ
事
に
や
と
思
ひ

給
ふ
る
ほ
ど
に
、
拠
り
所
な
く
や
。

典
拠道

の
口

武
生
の
国
府
に

我
は
あ
り
と

親
に
申
し
た
べ

心
あ

ひ
の
風
や

さ
き
む
だ
ち
や

顕
昭
詠
と
催
馬
楽
の
詞
章
を
比
較
す
る
と
、「
心
あ
ひ
の
風
」
以
外
に

表
現
上
お
よ
び
内
容
上
の
共
通
点
は
な
い
。
そ
し
て
、
俊
成
判
は
「『
心

あ
ひ
の
風
』
は
、『
道
の
口
』
と
か
（
い
う
催
馬
楽
）
に
『
武
生
の
国
府

に
我
は
あ
り
』
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
と
思
い
ま
す
が
、（
顕
昭
詠
に
は
、

『
心
あ
ひ
の
風
』
以
外
に
そ
う
し
た
こ
と
が
詠
ま
れ
て
お
ら
ず
）
縁
語
が

な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
拠
り

所
」
に
「
典
拠
」
と
い
う
例
外
的
な
意
味
を
想
定
す
る
必
要
は
な
く
、
こ

の
判
詞
を
根
拠
に
俊
成
が
催
馬
楽
を
典
拠
と
認
め
て
い
な
か
っ
た
と
す
る

従
来
の
説
に
は
従
い
が
た
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
催
馬
楽
を
典
拠
と
す
る
以
上
、
縁
語
と
な
る
詞
章
を

も
摂
取
せ
よ
と
い
う
俊
成
の
主
張
は
、
催
馬
楽
を
典
拠
と
し
て
尊
重
す
る

態
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
植
木
氏
の
指
摘
し
て
い
た
『
中
宮
亮

重
家
朝
臣
家
歌
合
』
に
お
け
る
態
度
と
類
似
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
判
詞
か
ら
読
み
取
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
説
と
は
反

対
に
、
催
馬
楽
の
摂
取
に
寛
容
な
俊
成
の
態
度
な
の
で
は
な
い
か
。

二

拠
り
所
な
し
」
に
対
す
る
陳
状

『
六
百
番
歌
合
』
に
お
け
る
「
拠
り
所
」
は
「
縁
語
」
と
解
釈
で
き
る

こ
と
を
確
認
し
た
が
、
そ
の
傍
証
と
し
て
顕
昭
の
『
六
百
番
陳
状
』
を
取

り
上
げ
た
い
。

顕
昭
が
俊
成
判
を
不
服
と
し
て
『
六
百
番
陳
状
』
を
著
し
た
の
は
周
知

の
事
実
で
あ
る
が
、「
拠
り
所
な
し
」
と
い
う
判
の
多
く
は
顕
昭
詠
に
対

し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
顕
昭
が
そ
の
判
に
対
し
、
ど
の
よ

う
に
反
駁
し
て
い
る
か
を
確
か
め
る
こ
と
で
、
俊
成
の
「
拠
り
所
な
し
」

の
意
味
も
よ
り
明
確
に
な
ろ
う
。
以
下
、『
六
百
番
歌
合
』
に
お
け
る
題

の
順
に
従
っ
て
、
顕
昭
詠
、
俊
成
判
、
陳
状
を
そ
れ
ぞ
れ
抜
粋
す
る
（
話

題
と
さ
れ
て
い
る
縁
語
は
太
字
と
し
、
顕
昭
の
「
拠
り
所
」
の
意
味
を
窺

わ
せ
る
部
分
に
は
傍
線
を
付
す
）。

（
１
）
元
日
宴

【
顕
昭
詠
】

睦
月
た
つ
今
日
の
ま
と
ゐ
や
百
敷
の
豊
の
明
か
り
の
始
め
な
る
ら
ん

（
九
）

【
俊
成
判
】

歌
の
常
の
な
ら
ひ
は
、「
ま
と
ゐ
」
と
い
ひ
て
は
「
梓
弓
」
を
引
き
寄

せ
、「
豊
の
明
か
り
」
な
ど
詠
ま
む
と
き
は
「
曇
り
な
き
世
」
な
ど
こ

そ
、
常
に
は
詠
み
な
ら
ひ
て
侍
る
め
れ
。
こ
れ
は
、
こ
と
ご
と
拠
り
所

な
き
に
侍
る
べ
し
。
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【
陳
状
】

中
略
）
ま
た
、「
ま
と
ゐ
」
と
い
は
ば
「
梓
弓
」
に
か
け
、「
豊
の
明

か
り
」
に
は
「
曇
り
な
し
」
な
ど
寄
す
べ
き
こ
と
、
さ
も
い
は
れ
て
侍

り
。
後
拾
遺
に
、

う
ら
や
ま
し
い
る
身
と
も
が
な
梓
弓
伏
見
の
里
の
花
の
ま
と
ゐ
に

た
だ
し
、
必
ず
し
も
不
然

。
古
今
集
に
云
は
く
、

思
ふ
ど
ち
ま
と
ゐ
せ
る
夜
は
唐
錦
た
た
ま
く
惜
し
き
も
の
に
ぞ
あ

り
け
る

又
、
古
歌
に
、

榊
葉
の
香
を
か
ぐ
は
し
み
と
め
く
れ
ば
大
宮
人
ぞ
ま
と
ゐ
せ
り
け

る

ま
た
、
こ
の
歌
合
の
「
三
月
三
日
」
の
題
に
、

散
る
花
を
今
日
の
ま
と
ゐ
の
光
に
て
波
間
に
め
ぐ
る
春
の
盃

と
詠
ま
せ
た
ま
ふ
御
歌
は

梓
弓
」
に
よ
ら
ね
ど
も
、
判
詞
に
は
「
殊

に
よ
ろ
し
く
聞
こ
え
は
べ
り
。
為
勝
」
と
こ
そ
は
書
か
れ
て
侍
る
め

れ
。
歌
様
に
よ
ら
ば
、
力
及
び
侍
ら
ず
。
ま
た
、「
豊
の
明
か
り
」、

「
曇
り
な
し
」
と
そ
へ
詠
む
、
常
の
こ
と
な
り
。
後
拾
遺
に
云
は
く
、

ま
と
ゐ
に
や
あ
ま
た
重
ね
し
小
忌
衣
豊
の
明
か
り
の
曇
り
な
き
代

に

た
だ
し
、
ま
た
さ
ら
ぬ
歌
も
侍
り
。
六
帖
に
、
黒
主
が
歌
、

美
濃
山
に
茂
り
栄
ゆ
る
か
み
か
ざ
し
豊
の
明
か
り
に
あ
ふ
ぞ
う
れ

し
き

近
く
は
仲
実
朝
臣
が
五
節
の
歌
に
も
、

を
と
め
ご
が
袖
ふ
り
そ
め
し
小
忌
衣
豊
の
明
か
り
に
絶
え
せ
ざ
り

け
り

中
略
）
就
中
に
、「
元
日
宴
」
初
め
て
被
出
題
侍
る
な
り
。
そ
れ
に
つ

き
て
、
豊
の
明
か
り
の
始
め
と
い
ふ
こ
と
を
詮
に
て
詠
み
載
せ
侍
り
し

歌
な
れ
ば
、

ま
と
ゐ
」
の
秀
句
も
「
豊
の
あ
か
り
」
の
そ
へ
詞
も
、

可
詠
暇
も
侍
ら
ざ
り
き
。
況
や
、「
白
浪
の
た
ち
よ
る
」
と
詠
み
、「
夏

引
の
い
と
を
し
」
な
ど
そ
へ
詠
む
こ
と
は
次
の
事
と
こ
そ
、
古
き
人
も

申
し
侍
る
め
れ
。（
下
略
）

前
章
で
も
触
れ
た
通
り
、
俊
成
は
「
ま
と
ゐ
」・「
豊
の
明
か
り
」
に
縁

語
が
な
い
こ
と
を
非
難
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
顕
昭
は
そ
の
反
例
と
な

る
証
歌
を
列
挙
す
る
。
そ
し
て
、『
六
百
番
歌
合
』
の
良
経
詠
も
「
ま
と

ゐ
」
の
縁
語
を
詠
ん
で
い
な
い
の
に
、
俊
成
は
そ
れ
を
勝
に
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
、
判
の
不
統
一
を
皮
肉
る
。
引
用
箇
所
の
終
盤
に
「『
白
浪

の
た
ち
よ
る
』
と
詠
み
、『
夏
引
の
い
と
を
し
』
な
ど
そ
へ
詠
む
こ
と
は
」

と
別
の
縁
語
（
同
時
に
掛
詞
で
も
あ
る
）
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
顕
昭
は
「
拠
り
所
な
し
」
を
「
縁
語
が
な
い
」
と
解
し
て
い

た
と
見
て
よ
い
。

（
２
）
霙

【
顕
昭
詠
】

宇
津
の
山
夕
こ
え
く
れ
ば
霙
ふ
り
袖
ほ
し
か
ね
つ
あ
は
れ
こ
の
旅

（
五
二
七
）

【
俊
成
判
】

袖
ほ
し
か
ね
つ
あ
は
れ
こ
の
旅
」
な
ど
い
へ
る
、
さ
び
て
は
聞
こ
え

侍
る
を
、「
宇
津
の
山
」
こ
そ
拠
り
所
な
く
や
侍
ら
ん
。
伊
勢
物
語
な

ど
に
「
宇
津
の
山
辺
の
現
に
も
」
な
ど
い
へ
る
所
に
も
、
霙
ふ
れ
り
と
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も
見
え
ず
。
そ
の
故
な
き
な
ら
ば
、
降
り
ぬ
べ
か
ら
ん
山
も
「
あ
は
れ

こ
の
旅
」
と
い
は
む
と
こ
ろ
も
多
く
侍
ら
ん
か
し
。「
宇
津
の
山
」
ゆ

へ
な
く
て
は
さ
ま
で
詮
な
く
や
あ
ら
ん
。

【
陳
状
】

た
だ
し
、
旅
に
寄
せ
て
詠
ま
ん
に
と
り
て
は
、
伊
勢
物
語
に
「（
第
九

段
の
引
用
、
略
）」
と
詠
め
り
。
こ
の
こ
と
の
あ
り
さ
ま
、
ま
こ
と
に

面
影
に
た
ち
て
、
心
細
く
も
の
悲
し
け
れ
ば
、
か
の
山
路
を
と
り
わ
き

て
詠
み
て
侍
る
な
り
。（
中
略
）
か
の
物
語
に
は
「
宇
津
の
山
」
と
い

ふ
に
つ
い
て
、「
現
に
も
」
と
添
へ
た
り
。
今
の
歌
は
か
の
山
の
心
細

き
方
を
霙
に
引
き
寄
せ
て
侍
れ
ば
、
こ
の
難
侍
る
べ
か
ら
ず
。
さ
る
歌

あ
れ
ば
と
て
、
あ
な
が
ち
に
「
宇
津
の
山
辺
の
現
に
も
」
と
詠
ま
ば
、

無
下
の
古
歌
に
な
り
侍
り
ぬ
べ
し
。
ま
た
、
霙
ふ
れ
る
所
を
尋
ね
侍
る

に
、
万
葉
に
少
々
は
べ
り
。

霙
降
り
板
間
風
吹
き
寒
き
夜
や
旗
野
に
今
夜
わ
が
独
り
寝
ん

霙
降
る
遠
つ
大
浦
に
寄
る
波
の
た
と
ひ
寄
る
と
も
憎
か
ら
な
く
に

霙
降
る
霰
松
原
住
吉
の
お
と
ひ
娘
と
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

い
や
姫
の
を
の
れ
神
さ
び
青
雲
の
た
な
び
く
日
す
ら
霙
そ
ぼ
降
る

如
此
ら
の
歌
は
、
旗
野
・
遠
つ
大
浦
・
霰
松
原
・
い
や
姫
に
の
み
霙
を

必
ず
可
詠

、
如
何
。
そ
の
外
は
何
の
所
に
て
も
詠
む
と
も
、「
霙
、

拠
り
所
な
し
」
と
云
ふ
難
は
只
同
じ
こ
と

。（
下
略
）

俊
成
は
「
霙
」
の
題
に
「
宇
津
の
山
」
を
詠
む
必
然
性
が
な
い
こ
と
を

主
張
す
る
。
一
方
、
顕
昭
は
霙
を
詠
む
こ
と
で
、『
伊
勢
物
語
』
第
九
段

に
描
か
れ
て
い
る
「
宇
津
の
山
」
の
心
細
く
物
悲
し
い
様
を
強
調
し
た
と

反
論
す
る
。
こ
れ
は
「
そ
の
言
葉
を
用
い
る
根
拠
」
と
い
う
意
味
に
お
け

る
「
拠
り
所
」
の
説
明
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
顕
昭
は
本
歌
の
表
現
通
り
に

「
宇
津
の
山
辺
の
現
に
も
」
と
詠
め
ば
「
無
下
の
古
歌
」
に
な
る
と
し
た

う
え
で
、
先
行
例
が
な
け
れ
ば
特
定
の
場
所
の
霙
を
詠
ん
で
は
い
け
な
い

の
か
と
反
問
す
る
。
こ
れ
は
「
縁
語
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
拠
り

所
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
点
が
一
つ
あ
る
。
両
者
は
、
あ
く
ま
で
も
『
伊
勢

物
語
』
を
典
拠
と
す
る
効
果
・
必
然
性
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
典
拠
と
な
る
か
否
か
は
問
題
に
し
て
い
な
い
。
顕
昭
が
『
伊

勢
物
語
』
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
議
論
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
。
つ
ま
り
、「『
宇
津
の
山
』
こ
そ
拠
り
所
な
く
や
侍
ら
ん
」
を

「『
宇
津
の
山
』（
の
出
典
で
あ
る
『
伊
勢
物
語
』）
は
、
典
拠
と
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
類
似
の
文
構
造
を
も
つ
「『
心
あ
ひ
の
風
』
こ
そ
（
中
略
）
拠
り
所

な
く
や
」
と
い
う
判
詞
の
意
味
を
考
え
る
う
え
で
も
参
考
に
な
ろ
う
。

（
３
）
寄
風
恋

【
顕
昭
詠
】

心
あ
ひ
の
風
い
づ
か
た
に
吹
き
ぬ
ら
ん
我
に
は
ち
ら
す
言
の
葉
も
な
し

（
九
二
九
）

【
俊
成
判
】

判
云
（
中
略
）「
心
あ
ひ
の
風
」
こ
そ
、「
道
の
口
」
と
か
や
に
、「
武

生
の
国
府
に
我
は
あ
り
」
な
ど
い
ふ
事
に
や
と
思
ひ
給
ふ
る
ほ
ど
に
、

拠
り
所
な
く
や
。

【
陳
状
】

心
あ
ひ
」
を
ば
心
寄
せ
な
る
方
に
思
ひ
寄
せ
て
「
如
何
な
る
風
た
え
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ず
吹
く
ら
ん
。
我
に
は
言
の
葉
も
散
ら
さ
ず
と
は
、
返
り
事
も
せ
ず
情

な
し
」
と
詠
め
る
な
り
。
世
俗
の
詞
に
も
情
あ
る
を
ば
「
心
あ
ひ
あ

り
」
な
ど
こ
そ
は
申
し
侍
る
め
れ
。
こ
れ
に
さ
き

19
）

て
は
、
何

の

り

か
可
侍
に
こ
そ
。
さ
れ
ば
俊
頼
朝
臣
も
、

心
あ
ひ
の
風
ほ
の
め
か
せ
八
重
す
す
き
隙
な
き
う
ち
に
立
ち
や
す

ら
ふ
と

と
詠
め
り
。
こ
れ
も
「
心
あ
ひ
の
風
」
ば
か
り
を
こ
そ
は
詠
み
て
侍
る

め
れ
。
拠
り
所
あ
ら
ん
と
て
「
武
生
の
国
府
」
と
詠
み
、「
親
に
申
し

給
へ
」
な
ど
詠
ま
ん
、
悪
し
く
や
侍
る
べ
か
ら
ん
。
如
此
、
古
き
事
々

を
思
ひ
て
詠
む
歌
も
、
便
に
し
た
が
ひ
て
、
そ
の
詞
多
く
も
少
な
く
も

取
る
こ
と
、
無
定
見
え
侍
り
。「
石
川
」
と
申
す
催
馬
楽
の
歌
は
、

石
川
の
高
麗
人
に

帯
を
と
ら
れ
て

か
ら
き
悔
い
す
る

如
何

な
る
帯
ぞ

縹
の
帯
の

中
は
絶
え
た
る

こ
の
心
を
取
り
て
、

泣
き
流
す
涙
に
耐
へ
で
絶
え
ぬ
れ
ば
縹
の
帯
の
心
地
こ
そ
す
れ

こ
れ
は
下
二
句
の
「
縹
の
帯
の
中
は
絶
え
た
る
」
を
取
れ
り
。「
更
衣
」

と
申
す
歌
は
、

衣
か
へ
せ
ん
や

さ
き
ん
だ
ち
や

我
が
衣
は

野
原
篠
原

萩

の
花
摺
り

こ
の
心
を
取
り
て
、
範
永
朝
臣

け
さ
来
つ
る
野
原
の
露
に
我
濡
れ
ぬ
移
り
や
し
ぬ
る
萩
が
花
摺
り

こ
れ
は
「
萩
が
花
摺
り
」
を
取
り
て
「
野
原
の
露
」
な
ど
詠
み
散
ら
せ

り
。
こ
れ
ら
に
て
、
催
馬
楽
の
歌
を
取
り
て
詠
む
様
を
ば
心
得
合
は
せ

侍
る
べ
き
な
り
。

問
題
の
判
詞
に
対
す
る
陳
状
に
お
い
て
顕
昭
は
俊
頼
詠
を
例
示
し
、
俊

頼
が
「
心
あ
ひ
の
風
」
の
み
を
詠
ん
で
縁
語
を
用
い
て
い
な
い
点
を
強
調

す
る
。
そ
し
て
、
催
馬
楽
の
「
心
あ
ひ
の
風
」
を
詠
ん
だ
た
め
に
、
そ
の

詞
章
で
あ
る
「
武
生
の
国
府
」
や
「
親
に
申
し
給
へ
」
を
も
縁
語
と
し
て

詠
む
こ
と
の
非
を
主
張
し
て
い
る
。

そ
れ
に
引
き
続
い
て
催
馬
楽
を
摂
取
し
た
和
歌
の
例
を
挙
げ
、
そ
の
詠

法
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
石
川
」
に
基
づ
く
歌
は
催
馬
楽

の
二
句
を
取
っ
て
い
る
が
、「
更
衣
」
に
よ
る
歌
は
「
萩
が
花
ず
り
」
と

い
う
一
句
し
か
取
っ
て
お
ら
ず
、
催
馬
楽
に
歌
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
野

原
の
露
」
ま
で
詠
ん
で
い
る
。
顕
昭
は
、
こ
う
し
た
多
様
な
摂
取
方
法
を

示
す
こ
と
で
、「
心
あ
ひ
の
風
」
一
句
し
か
取
ら
ず
、
催
馬
楽
に
な
い

「
言
の
葉
」
を
も
詠
ん
だ
自
作
を
正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、「
こ
れ
ら
に
て
、
催
馬
楽
の
歌
を
取
り
て
詠
む
様
を
ば
心

得
合
は
せ
侍
る
べ
き
な
り
」
と
い
う
一
文
を
、
催
馬
楽
が
典
拠
に
な
る
こ

と
の
主
張
と
す
る
見
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
引
用
さ
れ
た

和
歌
は
「
古
き
事
々
を
思
ひ
て
詠
む
歌
も
、
便
に
し
た
が
ひ
て
、
そ
の
詞

多
く
も
少
な
く
も
取
る
こ
と
、
無
定
見
え
侍
り
」
の
例
で
あ
る
う
え
、

「
下
二
句
（
中
略
）
を
取
れ
り
」
な
ど
摂
取
し
た
句
数
に
焦
点
が
当
て
ら

れ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
催
馬
楽
の
摂
取
方
法
を
話
題
に
し
た
と
見
る
の

が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
仮
に
催
馬
楽
を
典
拠
と
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
述
べ
る
な
ら
、

「
泣
き
流
す
涙
に
耐
へ
で
」
の
歌
が
『
後
拾
遺
集
』（
恋
三
・
七
五
七
・

和
泉
式
部
）
に
入
集
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
な
い
点
に
不
審
が

20
）

残
る
。

無
論
、
俊
成
も
そ
れ
を
熟
知
し
て
い
る
こ
と
が
自
明
で
あ
っ
た
の
で
、
出

典
を
記
さ
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
陳
状
の
ほ
か
の
部
分
で
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は
「
万
葉
に
」
な
ど
と
出
典
を
断
っ
て
か
ら
証
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
多

い
。
勅
撰
集
の
所
収
歌
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
出
典
が
記
さ

れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
れ
が
証
歌
と
し
て
で
は
な
く
、
摂
取
方
法
を
説
明

す
る
た
め
の
単
な
る
例
歌
と
し
て
引
か
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、「
拠
り
所
な
し
」
へ
の
反
論
と
し
て
、
顕
昭
は
縁
語
を

用
い
て
い
な
い
証
歌
を
列
挙
す
る
こ
と
に
終
始
す
る
ば
か
り
で
、
催
馬
楽

が
典
拠
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
一
切
論
じ
て
い
な
い
。
顕
昭
が
俊
成

の
非
難
を
正
確
に
理
解
し
て
い
る
限
り
、
俊
成
が
催
馬
楽
を
典
拠
と
し
た

こ
と
を
難
じ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
い
。

三

催
馬
楽
に
対
す
る
俊
成
の
態
度

で
は
、
俊
成
は
催
馬
楽
を
典
拠
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
実
際
に
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
無
名
抄
』
の
説
話
や
歌
合
の

判
詞
な
ど
か
ら
、
そ
の
態
度
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

『
無

21
）

名
抄
』「
榎
葉
井
事
」
に
次
の
よ
う
な
話
が
見
え
る
。

近
く
、
土
御
門
内
大
臣
家
に
、
月
ご
と
に
影
供
せ
ら
る
る
こ
と
侍
り

し
こ
ろ
、
し
の
び
て
御
幸
な
ど
な
る
と
き
も
侍
り
き
。
そ
の
会
に
、

古
寺
月
と
い
ふ
題
に
て
よ
み
て
奉
り
し
、

ふ
り
に
け
る
豊
浦
の
寺
の
榎
葉
井
に
な
ほ
白
玉
を
の
こ
す
月
か

げ

五
条
の
三
位
入
道
、
こ
れ
を
聞
き
て
「
や
さ
し
く
も
つ
か
う
ま
つ
れ

る
か
な
。
入
道
が
し
か
る
べ
か
ら
ん
と
き
、
取
り
出
で
ん
と
思
ひ
給

へ
つ
る
こ
と
を
、
か
な
し
く
先
ぜ
ら
れ
に
た
り
」
と
て
、
し
き
り
に

感
ぜ
ら
れ
侍
り
き
。
こ
の
こ
と
、
催
馬
楽
の
詞
な
れ
ば
、
誰
も
知
り

た
れ
ど
、
こ
れ
よ
り
先
に
は
歌
に
詠
め
る
こ
と
見
え
ず
。
そ
の
後
こ

そ
、
冷
泉
中
将
定
家
の
歌
に
詠
ま
れ
て
侍
り
し
か
。

『
無
名
抄
』
に
よ
れ
ば
、
俊
成
は
鴨
長
明
が
催
馬
楽
「
葛
城
」
を
逸
早

く
和
歌
に
取
り
入
れ
た
こ
と
を
賞

22
）

賛
し
、
自
身
も
同
じ
こ
と
を
考
え
、
そ

の
機
会
を
窺
っ
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
長
明
の
自
讃
で
あ
る
こ

と
を
差
し
引
い
て
も
、
俊
成
が
他
人
詠
・
自
詠
の
別
な
く
催
馬
楽
の
摂
取

に
寛
容
で
あ
っ
た
こ
と
は
読
み
取
れ
よ
う
。
ま
た
、
長
明
が
そ
れ
を
自
讃

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
、
催
馬
楽
を
典
拠
と
し
て
認
め
る
風
潮

が
あ
っ
た
こ
と
を
も
示
唆
す
る
（
こ
れ
に
関
し
て
は
次
章
に
お
い
て
取
り

上
げ
る
）。

『
六
百
番
歌
合
』
の
俊
成
判
か
ら
は
、
催
馬
楽
を
ど
の
よ
う
に
摂
取
す

べ
き
か
と
い
う
方
法
論
も
窺
わ
れ
る
。

十
九
番

鶉

左
持

顕
昭

鷹
の
子
を
手
に
は
す
ゑ
ね
ど
鶉
な
く
粟
津
の
原
に
け
ふ
も
く
ら
し
つ

（
三
三
七
）

右

家
隆

秋
と
い
へ
ば
鶉
な
く
な
り
小
萩
原
鹿
の
ね
を
こ
そ
花
に
ま
か
す
れ

（
三
三
八
）

（
難
陳
略
）

判
云
、
左
歌
、
催
馬
楽
の
「
鷹
子
」
の
歌
の
心
を
よ
ま
ば
、
た

だ
手
に
も
す
ゑ
侍
れ
か
し
。
こ
れ
は
「
手
に
は
す
ゑ
ね
ど
」
と

い
ひ
て
「
粟
津
の
原
に
け
ふ
も
く
ら
し
つ
」
と
い
へ
る
、
鶉
を

と
ら
ば
や
と
の
み
思
ひ
く
ら
せ
る
に
や
侍
ら
ん
。
又
、
風
体
も

無
下
に
た
だ
言
葉
に
や
侍
ら
ん
。（
下
略
）

典
拠鷹

の
子
は

麿
に
賜
ば
ら
む

手
に
据
ゑ
て

粟
津
の
原
の

御
栗
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栖
の
め
ぐ
り
の

鶉
狩
ら
せ
む
や

さ
き
む
だ
ち
や

（
鷹
子
）

顕
昭
は
催
馬
楽
の
内
容
を
反
転
さ
せ
て
「
鷹
の
子
を
手
に
は
す
ゑ
ね

ど
」
と
詠
む
。
し
か
し
、
俊
成
は
「
鷹
子
」
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
の

詞
章
通
り
に
鷹
の
子
を
手
に
据
え
る
よ
う
求
め
、
鷹
を
手
に
と
ま
ら
せ
ず

に
粟
津
の
原
で
日
を
暮
ら
し
た
と
い
う
の
は
鶉
を
狩
り
た
か
っ
た
か
ら
か

と
揶
揄
す
る
。
こ
の
例
か
ら
は
、
催
馬
楽
の
表
現
を
取
る
場
合
、
そ
の
内

容
を
よ
く
吟
味
し
て
摂
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
俊
成
の
意
識
が

看
取
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
俊
成
は
顕
昭
詠
か
ら
「
鷹
子
」
が
典
拠
で

あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
容
を
も
想
起
し
て
、
両
者

を
内
容
的
に
比
較
し
た
結
果
、
顕
昭
詠
を
非
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
典

拠
の
内
容
を
踏
ま
え
て
新
歌
を
享
受
す
る
と
い
う
あ
り
方
は
本
歌
取
り
作

の
受
容
方
法
と
も
通
じ
、
催
馬
楽
が
本
歌
に
準
ず
る
扱
い
を
受
け
て
い
た

可
能
性
も
あ
ろ
う
。

ま
た
、
催
馬
楽
に
取
材
し
た
作
を
積
極
的
に
評
価
す
る
例
も
見
ら
れ

る
。

十
七
番

左

季
経

人
心
さ
の
み
は
い
か
に
水
無
瀬
川
わ
れ
に
は
浅
き
契
な
る
ら
ん

（
九
九
三
）

右
勝

家
隆

い
か
に
し
て
影
を
も
見
ま
し
沢
田
川
袖
つ
く
ほ
ど
の
契
な
り
と
も

（
九
九
四
）

左
右
共
に
無
難
之
由
申
す
。

判
云
、（
中
略
）

沢
田
河
袖
つ
く
ほ
ど
の
」
な
ど
い
へ
る
、
宜

し
か
る
べ
し
。
以
右
為
勝
。

（
寄
川
恋
）

典
拠沢

田
川

袖
つ
く
ば
か
り
や

浅
け
れ
ど

は
れ

浅
け
れ
ど

恭

仁
の
宮
人
や

高
橋
わ
た
す

あ
は
れ

そ
こ
よ
し
や

高
橋
わ
た

す

（
沢
田
川
）

新
大
系
は
判
詞
の
傍
線
部
を
「
川
の
水
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
こ
と
を

良
し
と
し
た
か
」
と
注
す
。
し
か
し
、
俊
成
が
あ
え
て
催
馬
楽
の
詞
章
と

重
な
る
句
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
催
馬
楽
を
摂
取
し
た
こ
と
へ
の
評

価
と
捉
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
評
価
の
理
由
は
「
沢
田
川
袖
つ
く
ほ

ど
」
が
催
馬
楽
の
詞
章
「
浅
け
れ
ど
」
を
想
起
さ
せ
、
そ
れ
が
新
歌
の

「
契
」
へ
続
く
こ
と
で
、「
浅
い
契
」
を
間
接
的
に
表
現
し
得
た
た
め
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
家
隆
が
催
馬
楽
の
内
容
に
ま
で
注
意
を
払
い
つ

つ
摂
取
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
俊
成
も
そ
う
し
た
詠
法
を
理
解
し
て
肯

定
的
に
評
価
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
な
お
、
催
馬
楽
に
基
づ
く
こ
と

が
明
ら
か
な
家
隆
詠
を
「
無
難
」
と
し
た
難
陳
か
ら
も
、
催
馬
楽
の
摂
取

が
非
難
の
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

俊
成
の
こ
う
し
た
態
度
は
『
六
百
番
歌
合
』
以
降
も
変
わ
ら
な
い
。
た

と
え
ば
、『
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
』（
山
家
恋
）
で
は
次
の
よ
う
な
判
を

加
え
る
。四

十
番

左
持

権
中
納
言
公
継

一
人
ふ
す
真
屋
の
板
間
の
雨
そ
そ
き
お
つ
る
涙
の
数
そ
へ
む
と
や

（
七
九
）

右

宮
内
卿

物
思
は
ぬ
人
は
た
え
け
る
山
里
に
我
が
身
ひ
と
つ
の
秋
の
夕
暮

（
八
〇
）
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左
、

真
屋
」
ば
か
り
は
山
里
の
心
な
く
や
。（
下
略
）

こ
れ
は
前
掲
の
催
馬
楽
「
東
屋
」
を
摂
取
し
た
公
継
詠
に
対
し
、「
真

屋
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
「
山
家
」
の
題
意
を
表
せ
な
い
と
指
摘
す

る
。
た
し
か
に
、
公
継
詠
に
も
催
馬
楽
の
詞
章
に
も
特
に
「
山
家
」
と
関

連
す
る
語
は
見
ら
れ
な
い
。
俊
成
は
単
に
「
真
屋
」
と
い
う
語
の
み
を
問

題
に
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
典
拠
で
あ
る
催
馬
楽
の
内
容
を
も
考
慮
し

た
う
え
で
、「
真
屋
」
が
「
山
家
」
を
含
意
す
る
か
否
か
判
断
し
た
と
思

わ
れ
る
。

さ
ら
に
『
千
五
百
番

23
）

歌
合
』（
春
四
）
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
例
が

見
え
る
。二

百
四
十
五
番

左

公
経
卿

つ
ぶ
つ
ぶ
と
軒
の
玉
水
か
ず
そ
ひ
て
忍
ぶ
に
く
も
る
春
雨
の
空

（
四
八
八
）

右

釈
阿

な
ほ
さ
そ
へ
位
の
山
の
呼
子
鳥
む
か
し
の
跡
を
た
え
ぬ
ほ
ど
を
ば

（
四
八
九
）

左
歌
、
末
句
な
ど
姿
も
を
か
し
く
こ
そ
侍
る
を
、
初
め
の
句
に

「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
と
い
へ
る
や
、
い
か
に
ぞ
き
こ
え
侍
れ
ど
、

「
い
は
ば
や
物
を
心
行
く
ま
で
」
と
歌
ふ

曲
の
歌
も
侍
れ

ば
、
を
か
し
く
も
侍
る
べ
し
。

右
歌
は
老
法
師
の
述
懐
に
侍
り
け
り
。
た
だ
「
左
の
勝
る
」
と

ぞ
侍
ら
ま
ほ
し
く
侍
る
を
、
こ
の
「
呼
子
鳥
」
は
い
さ
さ
か
人

の
憐
愍
も
こ
ひ
ね
が
ふ
べ
く
侍
る
を
、
た
ま
た
ま
判
者
の
人
数

に
ま
じ
は
り
て
侍
れ
ば
、
こ
れ
ば
か
り
は
得
分
に
や
申
し
う
く

べ
く
侍
ら
む
。

俊
成
が
「
い
は
ば
や
物
を
心
行
く
ま
で
」
と
引
用
す
る
「

曲
」
は
催

馬
楽
で
は
な
い
が
、
同
じ
『
千
五
百
番
歌
合
』
の
恋
三
・
顕
昭
判
に
も
引

か
れ
る
歌
で
あ
る
。

千
三
百
十
番

左

公
経
卿

一
人
の
み
う
き
故
郷
の
名
に
し
お
は
ば
忍
ぶ
と
だ
に
も
人
の
し
れ
か

し

（
二
六
一
八
）

右

内
大
臣

忍
ぶ
と
も
軒
の
玉
水
つ
ぶ
つ
ぶ
と
あ
り
し
雨
夜
の
も
の
が
た
り
せ
よ

（
二
六
一
九
）

（
左
歌
判
詞
、
略
）

右
歌
は
、
世
俗
の
口
ず
さ
み
の
歌
に
、「
雨
ふ
れ
ば
軒
の
玉
水

つ
ぶ
つ
ぶ
と
言
は
ば
や
物
を
心
ゆ
く
ま
で
」
と
侍
る
歌
に
、
源

氏
の
雨
夜
の
物
語
、
を
か
し
く
詠
み
つ
が
れ
て
侍
る

。
仍
右

歌
ま
さ
る
と
申
す
べ
き
に
や
。

顕
昭
は
こ
の
歌
を
「
世
俗
の
口
ず
さ
み
の
歌
」
と
位
置
付
け
て
お
り
、

催
馬
楽
よ
り
も
卑
俗
な
も
の
と
捉
え
て
い

24
）

よ
う
。
し
か
し
、
顕
昭
は
通
親

詠
を
勝
に
し
て
お
り
、
た
と
え
「
世
俗
の
口
ず
さ
み
の
歌
」
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
を
典
拠
と
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
非
難
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る
。
ま
し
て
、
催
馬
楽
や
神
楽
歌
な
ど
で
あ
れ
ば
、
よ
り
典
拠
と

し
て
認
め
ら
れ
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

俊
成
も
公
経
詠
を
「
を
か
し
く
も
侍
る
べ
し
」
と
評
し
、
好
意
的
な
評

価
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
番
で
は
自
詠
を
勝
と
し
て
い
る
の
で
、
左

歌
を
過
分
に
評
価
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、「
左
歌
、

末
句
な
ど
姿
も
を
か
し
く
こ
そ
侍
る
を
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
評
価
す
べ

き
点
が
ほ
か
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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「

曲
」
を
摂
取
し
た
部
分
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
俊

成
の
歌
謡
に
対
す
る
寛
容
な
態
度
を
指
摘
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
無
名
抄
』
の
記
事
や
俊
成
の
判
詞
に
基
づ
く
限
り
、

俊
成
が
催
馬
楽
を
摂
取
す
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ
た
と
い
う
徴
証
は
得

ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
一
貫
し
て
催
馬
楽
を
典
拠
と
認
め
て
い
た
と
い
え

る
。

四

催
馬
楽
に
対
す
る
同
時
代
歌
人
の
態
度

催
馬
楽
の
摂
取
に
肯
定
的
な
態
度
は
俊
成
の
み
で
は
な
く
、
長
明
を
始

め
と
す
る
同
時
代
歌
人
に
も
共
通
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
彼
ら
の
意
識
を

探
る
こ
と
で
、
和
歌
の
世
界
に
お
け
る
催
馬
楽
の
受
容
に
俊
成
が
ど
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
明
確
に
な
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
催
馬
楽
は
い
か
な
る
折
に
歌
わ
れ
て
い
た
の
か
。『
中
右

記
』
に
よ
る
と
、
歌
わ
れ
る
曲
は
既
に
廃
れ
て
い
た
も
の
が
少
な
く
な
か

っ
た
た
め
か
、「
安
名
尊
」・「
伊
勢
海
」・「
席
田
」・「
青
柳
」
な
ど
に
偏

る
傾
向
が
あ
る
。
一
方
、
歌
わ
れ
る
場
面
は
正
月
の
臨
時
客
・
上
巳
や
七

夕
な
ど
の
宴
・
豊
明
節
会
・
詩
会
や
管
絃
会
・
産
養
な
ど
一
年
を
通
じ
て

多
岐
に
亘
る
。
催
馬
楽
は
公
私
の
行
事
に
付
随
す
る
宴
で
盛
ん
に
歌
わ

れ
、
貴
族
の
接
す
る
機
会
も
多
く
、
よ
く
親
し
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
傾
向
は
『
玉
葉
』
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。『
玉
葉
』
に
特
徴

的
な
の
は
、
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
八
月
二
十
九
日
か
ら
文
治
三
年

（
一
一
八
七
）
十
一
月
一
日
に
か
け
て
、
兼
実
息
の
良
通
が
宗
家
に
催
馬

楽
を
習
う
記
事
が
散
見
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
寿
永
二
年
一
月
二
十
三
日

に
至
っ
て
は
催
馬
楽
を
習
う
た
め
に
良
通
が
宗
家
邸
を
訪
れ
て
も

25
）

い
る
。

こ
れ
ほ
ど
ま
で
熱
心
に
習
う
こ
と
は
な
く
と
も
、
当
時
、
催
馬
楽
を
聞
い

た
り
歌
っ
た
り
す
る
機
会
が
か
な
り
頻
繁
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
こ
う
し
た
環
境
に
お
い
て
、
そ
の
詞
章
を
和
歌
に
摂
取
す
る
試
み

が
な
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。

で
は
具
体
的
に
、
俊
成
以
外
の
歌
人
が
催
馬
楽
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な

発
言
を
し
て
い
る
か
確
認
し
よ
う
。
俊
成
が
活
躍
す
る
以
前
に
、
歌
壇
に

お
け
る
指
導
者
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
藤
原
清
輔
は
、
断
片
的
で
は
あ

る
が
、
次
の
よ
う
な
判
詞
を
残
し
て
い
る
。

か
た
ち
が
は
ら
、
形

承
安
二
年
法
輪
寺
歌
合
、
草
花

尊
雅
法
師

藤
生
野
の
形
が
原
の
を
み
な
へ
し
色
め
く
さ
ま
も
気
色
こ
と
な
る

此
歌
、
判
者
清
輔
朝
臣
云
、
右
歌
催
馬
楽
の
詞
を
と
り
て
ふ
る

ま
ひ
た
れ
ど
、
さ
せ
る
事
な
し
と
云
云

（
夫
木
抄
・
雑
四
・
原
・
九
八

26
）

六
八
）

典
拠藤

生
野
の

か
た
ち

か
た
ち
が
原
を

標
め
は
や
し

な
よ
や

標
め
は
や
し

な
よ
や
（
下
略
）

（
藤
生
野
）

清
輔
は
催
馬
楽
「
藤
生
野
」
に
基
づ
い
た
作
を
「
ふ
る
ま
ひ
た
れ
ど
、

さ
せ
る
事
な
し
」
と
評
し
て
い
る
が
、
催
馬
楽
を
典
拠
と
し
た
こ
と
自
体

は
批
判
し
て
い
な
い
。

ま
た
、『
奥

27
）

義
抄
』
で
は
催
馬
楽
が
次
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
。

七

今
朝
き
つ
る
野
原
の
露
に
我
ぬ
れ
ぬ
移
り
や
し
ぬ
る
萩
が
花

28
）

ず
り

こ
れ
は
催
馬
楽
の
歌
に
、
我
が
き
ぬ
は
野
原
篠
原
は
ぎ
の
花
ず
り

と
云
ふ
歌
の
心
な
り
。
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十
七

泣
き
流
す
涙
に
た
へ
で
た
え
ぬ
れ
ば
縹
の
帯
の
心
地
こ
そ

29
）

す
れ

こ
れ
は
催
馬
楽
の
心
な
り
。
石
川
の
高
麗
人
に
帯
を
取
ら
れ
て
か

ら
き
悔
い
す
る
、
い
か
な
る
帯
ぞ
、
縹
の
帯
の
中
わ
た
い
れ
た
る

と
い
ふ
歌
を
よ
め
り
。

九

鶯
の
笠
に
ぬ
ふ
て
ふ
梅
の
花
を
り
て
か
ざ
さ
む
老
や
隠

30
）

る
と

こ
れ
は
催
馬
楽
に
、
青
柳
を
片
糸
に
よ
り
て
鶯
の
ぬ
ふ
て
ふ
笠
は

梅
の
花
笠
と
い
ふ
歌
を
本
に
て
詠
め
る
な
り
。

右
の
例
か
ら
、
清
輔
は
催
馬
楽
が
古
歌
の
典
拠
と
な
る
こ
と
は
認
め
て

い
た
と
い
え
る
。『
夫
木
抄
』
所
引
の
判
詞
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
同
時

代
歌
人
が
催
馬
楽
を
摂
取
す
る
こ
と
を
も
容
認
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

『
千
五
百
番
歌
合
』
に
は
前
掲
の
例
の
ほ
か
に
、
催
馬
楽
を
典
拠
と
指

摘
す
る
例
が
三
例
あ
る
。

九
百
九
十
六
番

左

季
能
卿

そ
の
か
み
の
岩
戸
も
か
く
や
あ
か
ほ
し
の
明
け
ゆ
く
空
に
鳥
う
た
ふ

な
り

（
一
九
九
〇
）

右

家
隆
朝
臣

宿
か
ら
ん
ゆ
く
へ
も
見
え
ず
ひ
さ
か
た
の
天
の
河
原
の
ゆ
き
く
れ
の

そ
ら

（
一
九
九
一
）

左
歌
は
、
又
神
楽
の
お
こ
り
に
侍
る
。「
鳥
う
た
ふ
」
ぞ
い
か

が
と
う
け
た
ま
は
る
。
鶯
を
詩
な
ど
に
は
作
り
侍
る
と
か
や
。

八
声
の
鳥
を
「
歌
ふ
」
と
よ
め
る
事
、
承
り
及

31
）

ば
ず
、
も
し
神

楽
・
催
馬
楽
な
ど
に
侍
る
か
や
。
知
ら
ぬ
道
に
侍
れ
ば
お
ぼ
つ

か
な
く
。（
中
略
）、
左
は
「
鳥
う
た
ふ
」、
心
え
は
べ
ら
ね
ば
、

以
右
為
勝
。

（
冬
三
・
判
者
季
経
）

季
経
は
「
あ
か
ほ
し
」
が
神
楽
歌
「

32
）

明
星
」
に
基
づ
く
こ
と
を
指
摘
し

つ
つ
、「
鶏
が
歌
う
」
と
詠
む
こ
と
に
疑
問
を

33
）

呈
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が

神
楽
歌
や
催
馬
楽
に
基
づ
く
の
か
と
推
量
し
な
が
ら
も
「
知
ら
ぬ
道
に
侍

れ
ば
お
ぼ
つ
か
な
く
」
と
判
断
を
保
留
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
神
楽
歌

や
催
馬
楽
に
確
認
で
き
る
表
現
で
あ
れ
ば
容
認
す
る
と
い
う
姿
勢
を
示
し

て
お
り
、
季
経
は
両
者
を
典
拠
と
見
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ

は
神
楽
歌
に
基
づ
く
と
認
定
し
た
「
あ
か
ほ
し
」
を
非
難
し
て
い
な
い
こ

と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

一
方
、「
世
俗
の
口
ず
さ
み
の
歌
」
の
摂
取
を
容
認
し
て
い
た
顕
昭
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
恋
二
に
お
け
る
二
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。

千
二
百
二
十
六
番

左

有
家
朝
臣

か
り
そ
め
に
結
ぶ
さ
さ
や
の
雨
そ
そ
き
一
夜
の
ほ
ど
も
も
る
涙
か
な

（
二
四
五
〇
）

右

内
大
臣

忍
ぶ
れ
ど
よ
そ
め
や
い
か
で
あ
さ
で
洗
ふ
盥
の
水
の
影
も
は
づ
か
し

（
二
四
五
一
）

左
歌
は
、
催
馬
楽
に
（「
東
屋
」
詞
章
、
略
）
と
う
た
へ
る
を
、

「
結
ぶ
さ
さ
や
の
雨
そ
そ
き
」
と
詠
み
な
さ
れ
た
る
、
有
興

。
右
歌
は
、
世
俗
の
口
ず
さ
み
に
「
あ
さ
で
洗
ふ
盥
の
水
に
影
み

れ
ば
恋
に
わ
が
身
は
面
や
せ
に
け
り
」、
こ
の
戯
れ
言
に
か
よ

ひ
て
侍
る
に
つ
け
て
も
を
か
し
く
は
侍
る
な
り
。（
下
略
）

こ
の
例
は
、
左
歌
が
催
馬
楽
に
基
づ
き
、
右
歌
が
「
世
俗
の
口
ず
さ

み
」
を
摂
取
す
る
。
顕
昭
は
左
歌
を
「
有
興

」
と
評
し
、
右
歌
を
「
を

か
し
く
は
侍
る
な
り
」
と
判
じ
て
い
る
。
両
者
と
も
好
意
的
な
評
価
と
い
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え
る
。

千
二
百
三
十
九
番

左

小
侍
従

頼
む
と
も
今
は
頼
ま
じ
近
江
路
の
篠
の
を
ふ
ぶ
き
人
は
か
り
け
り

（
二
四
七
六
）

右

三
宮

さ
の
み
や
は
人
の
心
に
ま
か
す
べ
き
忘
る
る
草
の
種
を
し
ら
ば
や

（
二
四
七
七
）

左
歌
は
、
催
馬
楽
に
（「
近
江
路
」
詞
章
、
略
）
と
申
す
歌
に

つ
き
て
よ
め
る
な
る
べ
し
。（
中
略
）
俊
頼
朝
臣
が
「
竹
風
如

秋
」
と
申
す
題
に
「
秋
き
ぬ
と
竹
の
園
生
に
名
乗
ら
せ
て
篠
の

を
ふ
ぶ
き
人
は
か
る
な
り
」
と
よ
め
る
に
末
句
同
じ
、

34
）

如
何
。

（
中
略
）
左
歌
の
下
句
、
古
げ
な
れ
ば
ま
く
べ
し
。

こ
の
例
で
は
、
顕
昭
は
催
馬
楽
「
近

35
）

江
路
」
を
摂
取
し
た
左
歌
を
負
に

し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
は
催
馬
楽
を
典
拠
と
し
た
た
め
で
は
な

く
、
下
句
の
表
現
が
先
行
歌
に
酷
似
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

顕
昭
も
催
馬
楽
を
典
拠
と
す
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
な
い
。『
六
百
番
歌

合
』
に
お
い
て
自
ら
催
馬
楽
を
摂
取
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
当
然

で
も
あ
ろ
う
。

ま
た
、
鎌
倉
時
代
に
至
っ
て
も
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

五
十
六
番

左

按
察

朝
ご
と
に
誰
が
形
見
と
て
秋
萩
の
花
を
哀
と
お
も
ひ
そ
め
け
ん

（
一
一
一
）

右
勝

右
近
大
将
公
相

朝
ま
だ
き
野
原
篠
原
分
け
き
つ
る
我
が
衣
手
の
萩
が
花
ず
り

（
一
一
二
）

朝
ま
だ
き
秋
萩
の
花
を
形
見
と
思
ひ
そ
め
け
ん
、
故
有
る
こ
と

に
や
と
聞
え
侍
り
し
を
、
野
原
篠
原
、
催
馬
楽
の
詞
と
り
な
さ

れ
た
る
す
が
た
有
興
の
由
、
各
定
申
し
て
為
勝
。

（
影
供
歌
合
建
長
三
年
九
月

・
朝
草
花
・
衆
議
判
）

公
相
が
摂
取
し
た
の
は
前
掲
の
催
馬
楽
「
更
衣
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

対
し
て
「
催
馬
楽
の
詞
と
り
な
さ
れ
た
る
す
が
た
有
興
の
由
、
各
定
申
し

て
為
勝
」
と
い
う
判
詞
が
付
さ
れ
る
。
衆
議
判
で
あ
る
が
、
実
氏
・
家

良
・
為
家
・
知
家
・
信
実
が
中
心
と
な
り
、
後
日
為
家
が
判
詞
を
書
い
た

と
見
ら
れ
る
。
こ
の
判
詞
に
よ
れ
ば
催
馬
楽
を
典
拠
と
し
た
こ
と
に
非
難

を
加
え
る
歌
人
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
催
馬
楽
を
摂
取
し
た
和
歌

が
ど
の
よ
う
な
評
価
を
得
て
き
た
か
概
観
し
た
。
催
馬
楽
を
典
拠
と
し
て

明
確
に
指
摘
す
る
判
詞
が
少
な
い
の
で
、
右
の
例
の
み
に
よ
っ
て
確
定
的

な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
催
馬
楽
の
摂
取
が
好
意
的
に
評
価
さ
れ
る
傾
向

に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
判
者
に
お
い
て

も
、
非
難
す
る
場
合
は
催
馬
楽
の
摂
取
方
法
な
ど
に
問
題
が
あ
る
と
指
摘

す
る
の
で
あ
っ
て
、
催
馬
楽
を
摂
取
し
た
こ
と
自
体
を
咎
め
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
催
馬
楽
に
取
材
す
る
こ
と
に
寛
容
な
の
は
俊
成
の

み
の
特
徴
で
は
な
く
、
時
代
的
な
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
催
馬
楽
を
和
歌
の
典
拠
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
俊
成
の
意

識
に
つ
い
て
再
考
し
た
。
従
来
、『
六
百
番
歌
合
』
に
お
け
る
「
拠
り
所

な
く
や
」
と
い
う
判
詞
を
根
拠
に
、
俊
成
は
催
馬
楽
の
摂
取
に
消
極
的
で

あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
判
詞
は
「（
催
馬
楽
を
摂
取
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し
た
の
に
）
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
縁
語
が
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
味

で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
と
は
反
対
に
、
俊
成
が
催
馬
楽
を
典
拠
と

認
め
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度

は
彼
自
身
の
作
例
、『
千
載
集
』
の
所
収
歌
、
歌
合
の
判
詞
、『
無
名
抄
』

の
説
話
な
ど
随
所
に
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
生
涯
に
一
貫
し
た

態
度
と
い
え
、『
六
百
番
歌
合
』
も
決
し
て
例
外
で
は
な
い
。

俊
成
が
催
馬
楽
の
摂
取
に
寛
容
な
態
度
を
示
し
た
背
景
に
は
、
催
馬
楽

へ
の
関
心
が
急
激
に
高
ま
っ
て
い
た
院
政
期
の
時
代
状
況
が
あ
ろ
う
。
同

時
に
、
歌
合
な
ど
に
お
け
る
数
々
の
発
言
を
通
し
て
、
俊
成
が
催
馬
楽
摂

取
の
流
行
を
促
進
し
た
面
も
あ
ろ
う
。
俊
成
判
に
は
、
催
馬
楽
の
内
容
を

新
歌
に
反
映
で
き
て
い
な
い
作
へ
の
非
難
が
目
立
つ
。
催
馬
楽
の
内
容
を

踏
ま
え
て
新
歌
を
詠
作
す
る
と
い
う
姿
勢
は
本
歌
取
り
の
手
法
と
類
似
す

る
。
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
時
期
は
本
歌
取
り
が
意
識
的
に
行
わ
れ
始
め
る
頃

で
も
あ
り
、
和
歌
の
新
た
な
可
能
性
を
模
索
し
て
い
た
俊
成
が
そ
の
一
環

と
し
て
催
馬
楽
に
着
目
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。『
六
百
番
歌
合
』
に
お

い
て
家
隆
が
催
馬
楽
の
内
容
を
巧
み
に
摂
取
し
、
俊
成
も
そ
れ
を
高
く
評

価
し
た
こ
と
は
、
そ
の
成
果
の
一
例
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
催
馬
楽
に
対
す
る
歌
人
の
関
心
は
次
第
に
薄
れ
、
院
政
期
に

見
ら
れ
た
「
寄
催
馬
楽
恋
」
と
い
う
歌
題
も
後
世
に
は
継
承
さ
れ
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
俊
成
の
説
い
た
催
馬
楽
の
摂
取
方
法
も
発
展
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
催
馬
楽
が
典
拠
と
し

て
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
、
鎌

倉
時
代
に
入
っ
て
も
為
家
や
反
御
子
左
派
の
歌
人
が
催
馬
楽
に
基
づ
く
作

を
積
極
的
に
評
価
し
た
例
が
僅
か
な
が
ら
確
認
で
き
る
。
鎌
倉
時
代
以
降

に
お
け
る
催
馬
楽
と
和
歌
の
関
係
解
明
は
今
後
の
研
究
課
題
と
な
ろ
う

が
、
催
馬
楽
を
典
拠
と
見
な
す
こ
と
に
変
化
は
な
い
と
予
測
さ
れ
る
。
そ

の
基
礎
を
作
っ
た
一
人
が
俊
成
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、『
千
五
百
番
歌
合
』
に
お
い
て
は
催
馬
楽
よ
り
卑
俗
な
歌
謡
と

思
わ
れ
る
「

曲
」
を
踏
ま
え
た
作
に
対
し
て
、
顕
昭
と
俊
成
は
好
意
的

な
評
価
を
与
え
て
い
た
。
催
馬
楽
に
限
ら
ず
、
歌
謡
全
般
が
和
歌
の
典
拠

と
し
て
容
認
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
も
研
究
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、『
六
百
番
歌
合
』
な
ど
に
お
い
て
歌
観
を
異
に
す
る
こ
と

の
多
か
っ
た
俊
成
と
顕
昭
が
、「

曲
」
の
摂
取
に
対
し
て
は
揃
っ
て
肯

定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
歌
謡
を
和
歌
の
典
拠
と
す
る
こ

と
に
寛
容
な
当
時
の
歌
人
の
態
度
が
窺
わ
れ
る
。

注和
歌
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
。
歌
番
号
は

す
べ
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
従
い
、
古
典
本
文
の
表
記
は
私
に
改
め
た
。

１
）

た
と
え
ば
、『
兼
盛
集
』（
六
）
に
催
馬
楽
「
山
城
」
を
摂
取
し
た
次
の
一
首

が
見
え
る
（
以
下
、
催
馬
楽
・
神
楽
歌
の
引
用
は
、
臼
田
甚
五
郎
氏
ほ
か
校
注

訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
42

神
楽
歌

催
馬
楽

梁
塵
秘
抄

閑
吟

集
』（
小
学
館

平
12
）
に
よ
る
）。

山
城
の
狛
の
わ
た
り
を
見
て
し
か
な
瓜
つ
く
り
け
ん
人
の
垣
根
を

典
拠山

城
の

狛
の
わ
た
り
の

瓜
つ
く
り

な
よ
や

ら
い
し
な
や

さ
い
し

な
や

瓜
つ
く
り

瓜
つ
く
り

は
れ
（
下
略
）

２
）

主
な
研
究
論
文
に
、
田
中
初
恵
氏
「
催
馬
楽
と
和
歌
｜
定
家
に
至
る
ま
で
の

様
相
」（
古
典
論
叢
20

昭
63
・
９
）、
植
木
朝
子
氏
「
催
馬
楽
と
和
歌
」（『
古

代
中
世
文
学
論
考
』
12

平
６
所
収
）、
同
「
催
馬
楽
と
和
歌
｜
和
歌
に
お
け

る
催
馬
楽
の
享
受
・
展
開
・
変
容
」（
十
文
字
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
研

究
紀
要
35

平
16
・
12
）、
同
「
催
馬
楽
と
和
歌
」（
国
語
国
文
74

１

平

17
・
１
）、
小
野
恭
靖
氏
「
催
馬
楽
出
自
の
歌
こ
と
ば
｜
歌
枕
・
地
名
を
中
心
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と
し
て
」（
小
町
谷
照
彦
・
三
角
洋
一
氏
『
歌
こ
と
ば
の
歴
史
』
笠
間
書
院

平
10
所
収
）、
同
「
和
歌
と
催
馬
楽
｜
顕
昭
の
催
馬
楽
関
連
記
事
を
起
点
と
し

て
」（
学
大
国
文
42

平
11
・
２
）、
青
木
真
知
子
氏
「「
寄
催
馬
楽
恋
」
考
」

（『
浜
口
博
章
教
授
退
職
記
念

国
文
学
論
集
』
和
泉
書
院

平
２
所
収
）、
中

田
幸
司
氏
「
和
歌
と
歌
謡
｜
催
馬
楽
の
形
成
と
受
容
」（
同
『
平
安
宮
廷
文
学

と
歌
謡
』
笠
間
書
院

平
24
所
収
）
な
ど
が
あ
る
。

３
）

以
下
、
前
掲
「
催
馬
楽
と
和
歌
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
所
収
）
参
照
。

４
）

以
下
、『
六
百
番
歌
合
』
お
よ
び
『
六
百
番
陳
状
』
の
引
用
は
、
小
西
甚
一

氏
編
『
新
校
六
百
番
歌
合
』（
有
精
堂

昭
51
）
に
よ
る
。

５
）

前
掲
『
新
校
六
百
番
歌
合
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
部
分
に
異
同
は
な
い
。

６
）

久
保
田
淳
・
山
口
明
穂
氏
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
38

六
百
番
歌

合
』（
岩
波
書
店

平
10
）
参
照
。
以
下
、
新
大
系
と
略
称
す
る
。

７
）

萩
が
花
ず
り
」
と
い
う
表
現
は
、
次
の
催
馬
楽
「
更
衣
」
に
基
づ
く
。

更
衣
せ
む
や

さ
き
む
だ
ち
や

我
が
衣
は

野
原
篠
原

萩
の
花
摺
や

さ
き
む
だ
ち
や

８
）
『
新
古
今
集
』（
雑
上
・
一
四
九
二
）
に
入
集
。

９
）

田
中
裕
・
赤
瀬
信
吾
氏
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
11

新
古
今
和
歌

集
』（
岩
波
書
店

平
４
）
な
ど
の
諸
注
釈
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

10
）

次
の
よ
う
に
、
催
馬
楽
「
近
江
路
」
を
詠
み
込
む
。

わ
け
き
つ
る
小
篠
が
露
の
し
げ
け
れ
ば
近
江
路
に
さ
へ
ぬ
る
る
袖
か
な

（
恋
三
・
八
二
二
・
伊
経
）

11
）

そ
れ
ぞ
れ
次
の
二
首
で
あ
る
。

夏
衣
裾
野
の
原
を
わ
け
ゆ
け
ば
お
り
違
へ
た
る
萩
が
花
ず
り

（
秋
上
・
二
一
九
・
顕
昭
）

心
を
ば
千
種
の
色
に
そ
む
れ
ど
も
袖
に
移
る
は
萩
が
花
ず
り

（
秋
上
・
二
五
〇
・
長
覚
）

12
）

そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
。

今
朝
来
つ
る
野
原
の
露
に
我
ぬ
れ
ぬ
移
り
や
し
ぬ
る
萩
が
花
ず
り

（
後
拾
遺
集
・
秋
上
・
三
〇
四
・
範
永
）

狩
衣
萩
の
花
ず
り
露
深
み
う
つ
ろ
ふ
色
に
そ
ほ
ち
ゆ
く
か
な

（
新
勅
撰
集
・
秋
上
・
二
三
五
・
行
宗
）

13
）

前
掲
、
新
大
系
の
解
釈
に
従
う
。

14
）

も
え
ぎ
」
を
詠
む
先
行
例
と
し
て
次
の
二
首
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ

も
「
萌
え
木
」
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
当
該
歌
の
よ
う
に
「
萌
黄
」
を
詠
ん
だ

例
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

見
渡
せ
ば
今
は
も
え
ぎ
も
緑
に
て
な
ど
み
ほ
ど
り
の
声
の
み
ぞ
す
る

（
海
人
手
古
良
集
・
一
二
）

お
い
に
け
り
庭
の
も
え
ぎ
の
木
暗
き
に
そ
こ
は
か
と
な
き
涙
と
ま
ら
で

（
為
頼
集
・
二
八
）

15
）

次
の
二
首
で
あ
る
。

萌
え
い
で
て
若
緑
と
も
な
り
な
な
ん
さ
て
も
や
人
に
及
ば
ぬ
と
見
む

（
菊
宴
・
四
八
六
・
実
忠
）

若
緑
二
葉
に
み
ゆ
る
姫
松
の
嵐
ふ
き
た
つ
よ
を
も
見
て
し
か

（
蔵
開
上
・
七
二
四
・
実
正
）

16
）

た
と
え
ば
、
両
者
を
含
む
先
行
歌
と
し
て
次
の
二
首
が
指
摘
で
き
る
。

霜
お
け
ば
松
の
緑
ぞ
あ
ら
は
る
る
見
え
分
か
ざ
り
し
夏
の
木
立
を

（
久
安
百
首
・
冬
・
五
五
五
・
隆
季
）

お
し
な
べ
て
緑
に
み
え
し
夏
木
立
松
に
残
し
て
紅
葉
し
に
け
り

（
歌
合

文
治
二
年

・
紅
葉
・
四
番
左
・
一
〇
九
・
顕
家
）

17
）

た
と
え
ば
、
当
該
歌
以
前
の
勅
撰
集
に
は
紅
葉
を
と
も
に
詠
む
例
が
三
首
あ

り
、
紅
葉
の
名
所
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

ち
は
や
ぶ
る
神
な
び
山
の
紅
葉
ば
に
思
ひ
は
か
け
じ
う
つ
ろ
ふ
も
の
を

（
古
今
集
・
秋
下
・
二
五
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

竜
田
河
も
み
ぢ
ば
流
る
神
な
び
の
三
室
の
山
に
時
雨
ふ
る
ら
し

（
古
今
集
・
秋
下
・
二
八
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
／
拾
遺
集
・
冬
・
二
一
九
・

人
麻
呂
）

竜
田
川
し
が
ら
み
か
け
て
か
み
な
び
の
三
室
の
山
の
紅
葉
を
ぞ
見
る

（
金
葉
集
二
度
本
・
冬
・
二
六
六
・
俊
頼
）

18
）

た
と
え
ば
、
次
の
二
首
が
挙
げ
ら
れ
る
。

日
を
へ
つ
つ
時
雨
る
る
ま
ま
に
竜
田
山
松
の
緑
の
残
り
ゆ
く
か
な

（
右
大
臣
家
歌
合

治
承
三
年

・
紅
葉
・
十
二
番
左
・
二
三
・
俊
恵
）
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竜
田
山
松
の
む
ら
だ
ち
な
か
り
せ
ば
い
づ
く
か
残
る
緑
な
ら
ま
し

（
千
載
集
・
秋
下
・
三
六
七
・
清
輔
）

19
）

前
掲
『
新
校
六
百
番
歌
合
』
に
よ
れ
ば
「
こ
れ
に
さ
き
て
は
」
に
異
同
は
な

い
も
の
の
、
小
西
氏
は
「
さ
」
を
「
つ
」
の
誤
り
と
推
測
す
る
。

20
）

前
掲
『
新
校
六
百
番
歌
合
』
に
よ
れ
ば
、
諸
本
と
も
当
該
歌
の
出
典
を
示
さ

な
い
。

21
）

引
用
は
、『
歌
論
歌
学
集
成
７
』（
三
弥
井
書
店

平
18
）
に
よ
る
（
小
林
一

彦
氏
担
当
）。

22
）

実
際
に
は
、
長
明
詠
に
先
行
し
て
藤
原
重
家
に
作
例
が
見
ら
れ
る
（
黒
坂
一

裕
氏
「
鴨
長
明
作
以
前
の
榎
葉
井
詠
」（
和
歌
文
学
研
究
彙
報
６

平
７
・
12
）

参
照
）。

23
）

以
下
、『
千
五
百
番
歌
合
』
の
引
用
は
、
有
吉
保
氏
『
千
五
百
番
歌
合
の
校

本
と
そ
の
研
究
』（
風
間
書
房

昭
43
）
に
よ
る
。

24
）

な
お
、『
古
今
著
聞
集
』（
管
絃
歌
舞
・
侍
従
大
納
言
成
通
今
様
を
以
て
霊
病

を
治
す
る
事
・
二
二
三
）
で
は
、
こ
の
歌
を
「
神
歌
」
と
称
す
。

25
）

文
治
三
年
十
一
月
一
日
に
も
宗
家
邸
に
赴
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
宗
家
の

「
月
来
病
悩
」
が
主
な
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
日
は
宗
家
側
の

支
障
は
特
に
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
翌
日
、
宗
家
は
来
駕
を
謝
し
て
い
る
。

26
）

な
お
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
作
例
に
次
の
一
首
が
あ
る
。

面
影
に
な
ほ
ぞ
忘
れ
ぬ
藤
生
野
の
形
が
原
の
有
明
の
月

（
壬
二
集
・
殷
富
門
院
大
輔
百
首
・
寄
名
所
恋
・
二
八
五
）

27
）

引
用
は
、
佐
佐
木
信
綱
氏
編
『
日
本
歌
学
大
系
１
』（
風
間
書
房

昭
38
）

に
よ
る
。

28
）
『
後
拾
遺
集
』（
秋
上
・
三
〇
四
・
範
永
）
に
入
集
。

29
）
『
後
拾
遺
集
』（
恋
三
・
七
五
七
・
和
泉
式
部
）
に
入
集
。

30
）
『
古
今
集
』（
春
上
・
三
六
・
源
常
）
に
入
集
。

31
）

底
本
「
鶯
を
詩
な
ど
に
は
声
の
鳥
う
た
ふ
と
よ
め
る
こ
と
う
け
給
は
り
を
よ

ば
ず
」
と
す
る
が
、
文
意
不
通
の
た
め
、
こ
の
部
分
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
の

本
文
に
従
う
。

32
）

次
の
よ
う
な
詞
章
を
も
つ
。

本
）

き
り
き
り

千
歳
栄

白
衆
等

聴
説
晨
朝

清
浄

や

あ
か

ほ
し
は

明
星
は

く
は
や

こ
こ
な
り
や

何
し
か
も

今
宵
の
月
の

た
だ
こ
こ
に
ま
す
や

た
だ
こ
こ
に

た
だ
こ
こ
に
ま
す
や

末
）

白
衆
等

聴
説
晨
朝

清
浄

や

あ
か
ほ
し
は

明
星
は

く

は
や

こ
こ
な
り
や

何
し
か
も

今
宵
の
月
の

た
だ
こ
こ
に
ま
す
や

た
だ
こ
こ
に

た
だ
こ
こ
に
ま
す
や
（
下
略
）

33
）

た
し
か
に
、「
鳥
が
歌
う
」
と
詠
む
例
は
少
な
い
。

時
し
も
あ
れ
鳥
ぞ
な
の
れ
る
朝
倉
や
木
の
丸
殿
を
う
た
ふ
曙

（
正
治
初
度
百
首
・
冬
・
五
六
七
・
通
親
）

鳥

声

徳

和

琴

曲

とりのこゑはとくをうたひてきんきよくにくわす

花

色

酔

恩

入

酒

杯

はなのいろはおんにゑひてしゆはいにいる

（
別
本
和
漢
兼
作
集
・
一
二
四
・
春
生
聖
化
中
・
顕
長
）

34
）

底
本
に
は
「
俊
頼
朝
臣
」
以
下
の
一
文
が
な
い
。
い
ま
『
新
編
国
歌
大
観
』

に
よ
っ
て
補
う
。

35
）

次
の
よ
う
な
詞
章
で
あ
る
。

近
江
路
の

篠
の
小
蕗

早
引
か
ず

子
持

待
ち
痩
せ
ぬ
ら
む

篠
の
小

蕗
や

さ
き
む
だ
ち
や
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