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『
五
代
簡
要
』
考

九
条
道
家
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て

新

田

奈
穂
子

序

藤
原
定
家
の
『
五
代
簡
要
』
は
、『
万
葉
集
』『
古
今
集
』『
後
撰
集
』

『
拾
遺
集
』『
後
拾
遺
集
』
の
五
代
の
歌
集
か
ら
、
三
千
余
り
の
歌
句
あ

る
い
は
一
首
全
体
を
抄
出
し
た
歌
学
書
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
か
ら
『
古

今
集
』
巻
十
六
ま
で
は
、
抄
出
句
の
頭
に
、
そ
の
内
容
を
簡
潔
に
示
し
た

標
記
を
朱
書
で
施
し
て
い
る
。

１
）

本
書
は
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
の
原
本

成
立
以
降
、
本
文
に
は
定
家
の
自
筆
に
よ
る
増
補
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
標
記
に
つ
い
て
加
筆
状
況
を
確
認
す
る
と
、
増
補
部
分
に
は
標
記

は
一
箇
所
も
な
い
こ
と
か
ら
、
標
記
は
「
内
容
を
朱
書
し
た
標
記
を
と
も

な
う
、
歌
句
の
抜
き
書
き
」
と
い
う
執
筆
当
初
の
方
針
で
書
か
れ
て
い
た

承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
の
成
立
時
か
、
そ
れ
に
近
い
時
期
に
施
さ
れ
た

と
推
測
で
き
る
。

か
つ
て

２
）

稿
者
は
標
記
を
手
が
か
り
に
原
本
の
成
立
し
た
承
元
三
年
（
一

二
〇
九
）
当
時
の
定
家
の
意
識
を
探
ろ
う
と
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
承
元

三
年
の
六
年
後
の
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
に
行
わ
れ
た
「
光
明
峰
寺
摂

政
家
百
首
」
で
定
家
が
本
書
に
抄
出
し
た
歌
句
を
摂
取
し
た
詠
作
の
中

に
、
歌
題
と
標
記
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
、
標
記
に
は
「
十
題
百

首
」『
六
百
番
歌
合
』
な
ど
良
経
主
催
の
和
歌
行
事
の
経
験
が
反
映
し
て

い
る
こ
と
、
後
年
、
本
書
は
詠
歌
の
際
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う

な
の
に
、「
寛
喜
元
年
女
御
入
内
屛
風
和
歌
」『
光
明
峰
寺
摂
政
家
歌
合
』

な
ど
九
条
家
関
連
の
和
歌
行
事
の
際
に
は
繙
か
れ
た
様
子
が
あ
る
こ
と
、

を
指
摘
し
、
歌
句
の
抄
出
の
基
準
と
し
て
は
、
過
去
に
存
在
し
た
あ
る
い

は
将
来
あ
り
う
る
歌
題
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

し
た
。

前
稿
に
引
き
続
き
、
本
書
の
執
筆
動
機
を
探
る
た
め
に
、

３
）

本
稿
で
は
、

本
書
に
抄
出
さ
れ
た
五
代
の
歌
集
の
う
ち
、
本
書
成
立
以
前
か
ら
多
く
の

影
響
歌
が
見
ら
れ
る
勅
撰
集
の
歌
句
と
異
な
り
、
訓
の
難
し
さ
な
ど
の
理

由
で
摂
取
す
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
『
万
葉
集
』
の
抄
出

句
に
つ
い
て
、
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
以
前
に
摂
取
し
た
先
行
例
の
あ

る
も
の
を
除
き
、『
五
代
簡
要
』
成
立
以
降
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

歌
句
を
使
用
し
た
人
物
に
注
目
し
、
志
香
須
賀
文
庫
本
の
祖
本
を
書
写
し

た
と
さ
れ
る
為
家
以
外
に
本
書
を
見
た
可
能
性
の
あ
る
人
物
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
、
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
当
時
の
定
家
の
意
図
を
考
え
て
い
き

た
い
。
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一

光
家
・
為
家

右
の
目
的
と
方
法
で
探
る
と

４
）

何
人
か
浮
上
す
る
。

時
期
的
に
最
も
早
い
の
は
光
家
で
、
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）『
月
卿
雲

客
妬
歌
合
』
に
見
ら
れ
る
。

忍
ぶ
れ
ど
あ
ま
る
涙
に
に
ほ
鳥
の
ぬ
れ
つ
つ
き
つ
る
跡
や
み
ゆ
ら
む

（
４
０

寄
鳥
恋
）

二
四
九
二

﹇
水
鳥
﹈

に
ほ
と
り
の
あ
し
ぬ
れ
く
る
を
人
み
て
む
か

も

し
か
し
、
光
家
は
こ
の
一
首
以
外
見
当
た
ら
な
い
。

本
書
の
抄
出
句
を
使
用
し
た
詠
歌
の
量
と
し
て
は

５
）

今
井
明
氏
が
指
摘
な

さ
っ
た
為
家
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
建
保
期
ま
で
は
年
齢
が
若
い
た
め

か
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

二

九
条
道
家

そ
ん
な
中
で
、
時
期
的
に
早
く
、
量
の
多
い
人
物
が
一
人
、
存
在
す

る
。
光
明
峰
寺
摂
政
、
九
条
道
家
で
あ
る
。

は
じ
め
に
詠
歌
時
期
が
明
ら
か
な
も
の
の
中
か
ら
、
本
書
成
立
時
に
近

い
建
保
期
の
歌
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
以
下
、
丸
数
字
は
道
家

詠
で
あ
る
。

⑴
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
冬

道
家
百
首

①
さ
の
の
を
か
こ
え
ゆ
く
人
の
こ
ろ
も
で
に
さ
む
き
あ
さ
け
の
雪
は
ふ

り
つ
つ

（『
道
家
百
首
』
６
７

冬
）

三
六
一

﹇
岡
﹈

さ
む
き
あ
さ
け
に
さ
の
ゝ
を
か

三
六
一
は
『
五
代
集
歌
枕
』
に
あ
り
、『
和
歌
色
葉
』
で
は
「
万
葉
集

所
名

岡

さ
の
ゝ
を
か
」、『
八
雲
御
抄
』
で
は
「
丘

さ
の
ゝ
（
万
、

秋
風
）」
と
あ
る
が
、
①
は
「
さ
む
き
あ
さ
け
」
を
摂
取
し
て
い
る
点
が

本
書
と
共
通
す
る
。
三
六
一
の
影
響
歌
は
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
の

『
宝
治
百
首
』（
家
良
・
師
継
・
蓮
性
）
ま
で
見
ら
れ
ず
、
道
家
の
摂
取

例
が
時
期
と
し
て
、
最
も
早
い
。

⑵
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）

内
裏
百
番
歌
合

②
こ
が
ら
し
も
し
ぐ
れ
も
し
ら
じ
い
ほ
え
さ
す

６
）

神
な
び
や
ま
の
と
き
は

木
の
か
げ

（『
万
代
和
歌
集
』
１
２
９
３
）

三
二
四

﹇
名
山
﹈

み
つ
も
ろ
の
神
な
び
山

７
）

い
ほ
え
さ
し
ゝ
け
り

お
ひ
た
る
と
か
の
木

万
葉
集
３
２
４

８
）

ミ
ツ
モ
ロ
ノ

カ
ミ
ナ
ビ
ヤ
マ
ニ

イ
ホ
エ
サ

シ

ヽ
ゲ
リ
オ
ヒ
タ
ル

ト
ガ
ノ
キ
ノ

イ
ヤ
ツ
ギ
ツ
ギ
ニ

タ
マ
カ
ヅ

ラ

以
下
略

三
二
四
の
こ
の
箇
所
は
、
冒
頭
部
分
と
は
い
え
長
歌
の
一
部
で
あ
り
、

道
家
が
自
力
で
『
万
葉
集
』
を
ひ
も
と
い
て
摂
取
し
た
と
は
考
え
に
く

く
、
何
ら
か
の
先
行
例
に
依
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
以
前
に
神
な
び
山
に
つ
い
て
「
い
ほ
え
さ
す
」
と
詠
ん
だ
例
は

見
ら
れ
ず
、
後
に
も
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
大
嘗
会
悠
紀
主
基
和
歌
の

菅
原
為
長
詠
に
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
歌
学
書
で
は
『
八
雲
御
抄
』
に

「
枝

い
ほ
え
（
五
百
枝
）
と
が
の
木
也
」
と
あ
る
が
、「
神
な
び
山
」

に
は
触
れ
て
い
な
い
。
②
の
道
家
詠
と
内
容
が
共
通
す
る
の
は
、
本
書
の
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み
で
あ
る
。

③
９
）

し
も
ぐ
も
り
し
ほ
風
あ
ら
き
い
そ
の
上
に
つ
ま
木
を
り
た
き
た
れ
あ

か
す
ら
ん

（『
夫
木
和
歌
抄
』
６
６
３
５
）

一
〇
八
三

﹇
夜
天
﹈

し
も
く
も
り

一
二
〇
三

﹇
旅
﹈

い
そ
の
う
へ
に
つ
ま
木
を
り
た
き

し
も
く
も
り
」「
つ
ま
木
を
り
た
き
」
と
も
、
以
下
の
よ
う
に
、
建
保

四
年
（
一
二
一
六
）
後
鳥
羽
院
百
首
の
雅
経
詠
に
見
え
る
。

さ
ゆ
る
夜
の
有
曙
の
そ
ら
の
し
も
く
も
り
か
れ
野
は
月
も
か
げ
ぞ
さ
び

し
き

（『
明
日
香
井
集
』
７
８
６
）

か
づ
き
わ
び
つ
ま
ぎ
を
り
た
く
あ
ま
の
袖
な
ほ
こ
り
ず
ま
に
ほ
し
ぞ
わ

ず
ら
ふ

（『
明
日
香
井
集
』
８
０
６
）

そ
の
た
め
、
こ
の
二
首
に
見
ら
れ
た
歌
句
を
取
り
合
わ
せ
た
か
と
も
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
雅
経
詠
８
０
６
に
「
い
そ
の
上
に
」
は
な
い
。
一

二
〇
三
は
『
色
葉
和
難
集
』
ま
で
歌
学
書
に
登
場
せ
ず
、
③
の
「
い
そ
の

上
に
つ
ま
木
を
り
た
き
」
と
い
う
言
葉
続
き
と
一
致
す
る
先
行
文
献
は
本

書
の
み
で
あ
り
、
本
書
と
道
家
詠
の
近
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

④
浪
ま
よ
り
そ
む
き
に
み
ゆ
る
お
く
の
し
ま
我
を
や
な
は
の
恨
み
は
て

つ
る

（『
内
裏
百
番
歌
合
』
１
９
４
）

三
五
七

﹇
浦
、
嶋
﹈

な
は
の
う
ら
に
そ
む
き
に
み
ゆ
る
お
く
の
し

ま

三
五
七
は
『
五
代
集
歌
枕
』
に
あ
り
、『
六
百
番
陳
状
』
で
は
「
但
考

万
葉
、
そ
が
ひ
と
よ
め
る
歌
あ
ま
た
侍
」
と
あ
り
「
な
は
の
う
ら
背
向
に

み
ゆ
る
お
く
の
嶋
こ
ぎ
ま
よ
ふ
に
は
釣
を
す
ら
し
も
」
と
引
用
さ
れ
、

『
八
雲
御
抄
』
で
は
「
嶋

お
く
の
（
万
、
な
は
の
浦
に
そ
む
き
に
見
）」

と
あ
り
、
①
②
③
と
比
べ
る
と
、
他
の
歌
学
書
で
の
取
り
上
げ
方
と
『
五

代
簡
要
』、
④
の
摂
取
し
た
箇
所
が
似
通
っ
て
い
る
。「

10
）

な
は
の
」
海
を
先

行
例
に
つ
い
て
は
頼
政
・
有
房
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で

な
は
の
海
の
奥
行
く
舟
ぞ
過
ぎ
や
ら
ぬ
高
津
の
宮
の
花
や
見
ゆ
ら
む

（『
頼
政
集
』
９
６
）

が
「
奥
行
く
舟
」
を
詠
ん
で
い
て
三
五
七
を
意
識
し
た
か
と
思
わ
れ
る
く

ら
い
で
、
言
葉
続
き
そ
の
も
の
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
④
の
道
家
詠
が
初

め
て
で
あ
る
よ
う
だ
。

⑶
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）

冬
題
歌
合

⑤
よ
し
の
河
き
よ
き
河
内
の
山
風
に
こ
ほ
ら
ぬ
滝
も
よ
る
は
さ
え
つ
つ

（
６
０

冬
河
風
）

九
〇
八

﹇
河
﹈

み
よ
し
の
ゝ
き
よ
き
か
う
ち

九
〇
八
も
『
五
代
集
歌
枕
』
に
は
あ
る
も
の
の
、
道
家
以
前
に
吉
野
川

に
つ
い
て
「
き
よ
き
河
内
」
と
詠
ん
だ
例
は
見
ら
れ
な
い
が
、
本
書
の
抄

出
箇
所
と
一
致
す
る
。

⑷
詠
歌
時
期
不
詳
の
作
品
か
ら

次
に
、
詞
書
等
か
ら
詠
歌
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
や
は

り
道
家
以
前
の
摂
取
例
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
検
討
し
て
い
き
た

い
。
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⑥
た
び
こ
ろ
も
ひ
も
ゆ
ふ
か
け
て
あ
し
が
ら
の
は
こ
根
と
び
こ
え
雁
ぞ

な
く
な
る

（『
夫
木
和
歌
抄
』
４
８
７
２
）

一
一
七
五

﹇
山
﹈

あ
し
か
ら
の
は
こ
ね
と
ひ
こ
え

一
一
七
五
は
同
時
代
ま
で
の
歌
学
書
に
見
ら
れ
ず
、
道
家
以
前
の
摂
取

例
も
見
つ
か
ら
ず
、
本
書
の
抄
出
句
と
の
み
一
致
す
る
。

⑦
た
つ
た
み
も
こ
ろ
も
で
し
ろ
し
道
の
べ
の
い
ち
し
の
花
の
色
に
ま
が

へ
て

（『
夫
木
和
歌
抄
』
１
４
０
９
６

い
ち
し
）

二
四
八
〇

﹇
草
﹈

道
の
へ
の
い
ち
し
の
花

二
四
八
〇
は
『
歌
経
標
式
』・『
古
今
和
歌
六
帖
』・『
古
来
風
体
抄
』・

『
八
雲
御
抄
』
第
三
「
草
部

羊
蹄

い
ち
し
の
花

み
ち
し
ば
の
と
云

へ
り
」
と
歌
学
書
に
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
道
家
以
前
に
摂
取
し
た
詠
歌

は
見
つ
か
ら
な
い
。

⑧
ゆ
ふ
だ
た
み
手
向
の
山
の
桜
花
ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
ず
春
風
ぞ
ふ
く

（『
新
千
載
集
』
１
４
５

題
し
ら
ず
）

一
〇
一
七

﹇
名
山
﹈

ゆ
ふ
た
ゝ
み
た
む
け
の
や
ま

一
〇
一
七
は
『
五
代
集
歌
枕
』
に
見
ら
れ
、
顕
昭
『
古
今
集
注
』
で
は

古
今
集
４
８
７
の
「
ゆ
ふ
だ
す
き
」
の
注
の
中
で
引
用
さ
れ
、『
八
雲
御

抄
』
に
は
「
山

た
む
け
（
ゆ
ふ
だ
ゝ
み
ー
。
ゆ
ふ
だ
す
き
ー
。

以
下

略

）」
と
あ
る
。「
た
む
け
の
や
ま
」
に
つ
い
て
は
、

三
一
五
一

﹇
山
名
﹈

よ
そ
に
の
み
き
み
を
あ
ひ
み
て
ゆ
ふ
た
す
き

た
む
け
の
山
を
あ
か
す
こ
ひ
な
ん

に
よ
る
「
ゆ
ふ
た
す
き
手
向
の
山
」
を
詠
ん
だ
例
が
順
徳
院
に
見
ら
れ

る
。
以
下
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
小
文
字
は
順
徳
院
詠
で
あ
る
。

白
妙
に
な
び
き
に
け
り
な

11
）

夕
だ
す
き
手
向
の
山
に
花
や
ち
る
ら
ん

（『
建
保
名
所
百
首
』
７
３

手
向
山
）

し
か
し
「
ゆ
ふ
だ
た
み
手
向
の
山
」
の
詠
ん
だ
歌
は
道
家
以
前
に
は
見
ら

れ
な
い
。

⑨
を
ば
な
ふ
く
い
ほ
り
に
露
や
し
げ
か
ら
し
う
ぢ
の
み
や
こ
に
さ
を
し

か
の
な
く

（『
夫
木
和
歌
抄
』
４
７
４
０

鹿

百
首
中
）

七

﹇
旅
、
名
所
﹈

秋
野
に

12
）

お
は
な
か
り
ふ
き
や
と
れ
り
し
う
ち
の

宮
こ
の
か
り
い
ほ
し
そ
思

七
は
歌
学
書
で
多
数
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
初
学
抄
』
に
「
古

歌
詞

万
葉
集

十
一

秋
の
ゝ
み
草
か
り
ふ
き
」
と
あ
る
以
外
は
、

『
綺
語
抄
』「
人
倫
部

う
ち
の
み
や
こ
」・『
童
蒙
抄
』「
居
所
部

都
」・『
五
代
集
歌
枕
』「
都

う
ぢ
の
み
や
こ

兎
道
乃
宮
子

山
城

国
」・『
八
雲
御
抄
』「
都

う
ぢ
の
み
や
こ
（
万
）」
と
、
み
な
「
う
ぢ
の

み
や
こ
」
に
注
目
し
て
い
る
。
し
か
し
「
う
ぢ
の
み
や
こ
」
を
摂
取
し
た

詠
歌
は
道
家
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
。

⑸
光
明
峰
寺
摂
政
家
百
首
の
影
響
の
可
能
性

と
こ
ろ
で
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
、
道
家
詠
の
中
に
は
自
身
が
主
催
し
た

「
光
明
峰
寺
摂
政
家
百
首
」
の
影
響
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
歌
が
二
首
あ

り
、
今
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
百
首
歌
の
中
に
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
道

家
が
取
り
入
れ
た
歌
句
を
使
用
し
た
先
行
例
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ

な
い
。

―21―



⑩
ゆ
き
し
ま
や
い
は
ほ
な
で
し
こ
み
づ
こ
え
て
や
ど
る
月
さ
へ
う
つ
ろ

ひ
に
け
り

（『
道
家
百
首
』
３
０
）

四
二
三
二

雪
嶋
の
い
は
ほ
に
お
ふ
る
な
て
し
こ
は
ち
よ
に
さ
か
ぬ

か
き
み
か
ゝ
さ
し
に

恋
し
く
は
な
ど
か
は
問
は
ぬ
ゆ
き
し
ま
の
岩
ほ
に
さ
け
る
な
で
し
こ

の
花

（『
壬
二
集
』
６
７
３

恋
寄
名
所
）

ま
だ
し
ら
ぬ
み
ち
の
冬
草
ふ
み
か
ら
し
ま
つ
ら
ん
里
に
さ
よ
や
深
け

ぬ
る

（『
冬
題
歌
合
』
建
保
五
年
１
０
８

冬
夜
恋
）

二
七
七
六

﹇
冬
野
﹈

道
の
へ
の
く
さ
を
ふ
ゆ
の
に
ふ
み
か
ら
し

し
き
た
へ
の
衣
手
か
れ
て
い
く
か
へ
ぬ
草
を
冬
の
の
夕
暮
の
そ
ら

（『
拾
遺
愚
草
』
１
１
７
９

旅
、
冬
）

但
し
、
二
七
七
六
の
場
合
は
定
家
の
先
行
例
は
あ
る
も
の
の
、

は
定

家
詠
に
は
な
い
「
ふ
み
か
ら
し
」
を
摂
取
し
て
お
り
、
定
家
詠
よ
り
『
五

代
簡
要
』
に
近
い
の
で
、
道
家
は
本
書
を
参
照
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
す
る
。

⑹
先
行
例
が
若
干
存
在
す
る
も
の

他
に
も
『
五
代
簡
要
』
所
収
歌
を
道
家
が
取
り
入
れ
た
例
は
多
数
存
在

す
る
の
で
、
そ
の
中
か
ら
先
行
例
の
少
な
い
も
の
を
検
討
し
て
い
き
た

い
。

お
の
が
秋
に
行
あ
ひ
の
わ
せ
を
か
り
が
ね
の
鳴
く
な
る
な
へ
に
露
ぞ

お
き
そ
ふ

（『
内
裏
百
番
歌
合
』
建
保
四
年
９
４

秋
）

二
一
一
七

﹇
田
﹈

お
と
め
こ
に
ゆ
き
あ
ひ
の
わ
せ
を
か
る
時
に

な
り
に
け
ら
し
も
は
き
の
花
さ
く

お
の
づ
か
ら
行
あ
ひ
の
わ
せ
を
か
り
そ
め
に
み
し
人
ゆ
ゑ
や
い
ね
が

て
に
せ
ん

（『
久
安
百
首
』
９
６
４

恋

清
輔
）

我
が
か
ど
の
い
つ
も
と
や
な
ぎ
し
ぐ
れ
つ
つ
あ
へ
ず
う
つ
ろ
ふ
秋
は

き
に
け
り

（『
道
家
百
首
』
５
１
）

四
三
八
六

﹇
五
柳
﹈

我
門
の

13
）

い
つ
も
と
や
な
き

我
が
か
ど
の
五
も
と
柳
い
か
に
し
て
宿
に
よ
そ
な
る
春
を
し
る
ら
ん

（『
久
安
百
首
』
９
１
１

春

清
輔
）

こ
の
二
首
は
言
葉
つ
づ
き
か
ら
み
て
も
清
輔
詠
に
近
く
、
お
そ
ら
く
道

家
は
『
久
安
百
首
』
の
清
輔
詠
に
学
ん
だ
と
思
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
場
合

は
本
書
と
の
関
連
は
想
定
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

た
び
こ
ろ
も
た
が
し
た
ひ
も
を
ゆ
ふ
は
が
は
と
け
て
し
く
よ
の
こ
ほ

り
な
る
ら
ん

（『
道
家
百
首
』
６
１
）

一
一
一
四

﹇
河
﹈

わ
か
ひ
も
を
い
も
か
て
も
ち
て
ゆ
ふ
は
か
は

は
ま
ち
ど
り
あ
と
ふ
み
つ
け
よ
い
も
が
ひ
も
ゆ
ふ
は
が
は
ら
の
わ
す

れ
が
た
み
に

（『
秋
篠
月
清
集
』
１
３
９
６

院
に
て
入
道
釈
阿
九
十
賀
た
ま
は
せ
け
る
屛
風
歌

冬
帖

千
鳥
）

一
一
一
四
は
『
五
代
集
歌
枕
』
に
あ
り
『
初
学
抄
』・『
和
歌
色
葉
』
で

は
「
万
葉
集
所
名
」
に
本
書
と
同
じ
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く

道
家
は
父
で
あ
る
良
経
の
歌
を
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
言
葉
つ

づ
き
は
良
経
詠
よ
り
『
五
代
簡
要
』
に
近
い
。

す
ぎ
い
た
も
て
ふ
け
る
い
た
ま
の
月
か
げ
に
ま
だ
め
も
あ
は
ぬ
秋
の

よ
な
よ
な

（『
道
家
百
首
』
４
４
）
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二
六
五
〇

﹇
杉
板
﹈

す
き
い
た
も
て
ふ
け
る
い
た
ま
の
あ
は
さ
ら

は

14
）

い
か
に
せ
ん
と
か

山
が
つ
の
あ
さ
の
さ
衣
を
さ
を
あ
ら
み
あ
は
で
月
日
や
す
ぎ
ふ
け
る

い
ほ

（『
新
古
今
集
』
１
１
０
８

水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
に
摂
政
太
政
大
臣
）

二
六
五
〇
は
『
拾
遺
集
』
７
４
６
で
あ
る
。
先
行
例
と
し
て

同
様
良

経
詠
が
存
在
す
る
が
、

の
言
葉
つ
づ
き
な
ど
は
、
む
し
ろ
『
五
代
簡

要
』
そ
の
ま
ま
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

よ
し
の
が
は
し
ら
ゆ
ふ
花
の
お
ち
た
ぎ
つ
浪
も
か
す
み
て
は
る
は
き

に
け
り

（『
道
家
百
首
』
１

春
）

九
〇
九

﹇
河
﹈

15
）

し
ら
ゆ
ふ
は
な
の
お
ち
た
き
つ

た
き
の
か
は
う

ち

九
〇
九
の
場
合
、「
吉
野
川
」
で
「
し
ら
ゆ
ふ
花
」
を
詠
ん
だ
先
行
例

は
数
例
見
ら
れ
る
。

よ
し
野
川
い
は
の
ゐ
せ
き
を
わ
き
か
へ
り
し
ら
ゆ
ふ
ば
な
や
た
き
の

玉
水

（『
散
木
奇
歌
集
』
１
３
０
０
）

よ
し
の
が
は
い
は
こ
す
な
み
の
わ
き
か
へ
り
し
ら
ゆ
ふ
は
な
に
み
え

わ
た
る
か
な

（『
行
宗
集
』
２
６
）

し
か
し
「
し
ら
ゆ
ふ
は
な
の
お
ち
た
き
つ
」
と
い
う
言
葉
つ
づ
き
は
道

家
以
前
に
見
ら
れ
ず
、『
五
代
簡
要
』
と
は
共
通
す
る
。

た
つ
た
み
も
い
づ
み
の
そ
ま
に
ひ
か
ず
へ
て
み
や
ぎ
な
が
び
く
さ
み

だ
れ
の
こ
ろ

（『
道
家
百
首
』
２
８
）

二
六
四
五

﹇
杣
民
﹈

宮
木
ひ
く
い
つ
み
の
そ
ま
に
た
つ
た
み

や

む
時
も
な
く

五
月
雨
は
泉
の
そ
ま
の
た
み
な
れ
や
宮
木
は
水
の
く
だ
す
な
り
け
り

（『
正
治
初
度
百
首
』
１
１
３
１

釈
阿
）

二
六
四
五
は
『
五
代
集
歌
枕
』
を
は
じ
め
、
多
く
の
歌
学
書
に
引
用
さ

れ
て
い
る
。『
綺
語
抄
』「
人
倫
部

民
」、『
五
代
集
歌
枕
』「
杣

い
づ

み
の
そ
ま
」、『
初
学
抄
』・『
和
歌
色
葉
』「
万
葉
集
所
名

雑

み
や
ぎ

ひ
く
い
づ
み
の
そ
ま
」、『
袖
中
抄
』
も
「
そ
ま
」
の
訓
に
つ
い
て
の
説
明

の
中
の
引
用
、『
八
雲
御
抄
』「
杣

い
づ
み
の
そ
ま
（〔
万
〕
宮
木
ひ
く

立
民
）」
と
あ
り
、『
綺
語
抄
』『
八
雲
御
抄
』
を
除
く
と
「
た
つ
た
み
」

に
注
目
し
た
も
の
は
な
く
、「
杣
」
の
歌
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
先

行
例
で
あ
る
釈
阿
詠
も
「
た
み
な
れ
や
」
で
あ
っ
て
、「
た
つ
た
み
」
で

は
な
い
。
そ
ん
な
中
で
『
五
代
簡
要
』
は
標
記
に
「
杣
民
」
と
あ
り
、

「
民
」
に
も
注
意
が
払
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
う
え
「
た
つ
た
み
」
を
抄
出

し
て
お
り
、
そ
の
言
葉
続
き
が

と
共
通
す
る
。

⑺
『
和
歌
初
学
抄
』
と
の
関
わ
り

と
こ
ろ
で
道
家
の
光
明
峰
寺
摂
政
家
百
首
の
中
に
、
歌
句
を
摂
取
し
た

先
行
例
が
確
認
で
き
ず
、『
五
代
簡
要
』
に
存
在
せ
ず
、
先
行
す
る
歌
学

書
の
中
で
唯
一
、
清
輔
の
『
初
学
抄
』
と
語
句
が
一
致
す
る
例
が
あ
る
。

岩
そ
そ
ぐ
氷
と
く
ら
し
滝
の
上
の
あ
さ
野
の
若
菜
今
朝
や
つ
ま
ま
し

（『
続
後
拾
遺
集
』
２
３

内
大
臣
に
侍
り
け
る
時
、
家
に
百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
、
朝
若
菜
を
）

『
初
学
抄
』「
万
葉
集
所
名

野

た
き
の
う
へ
の
あ
さ
野
」

『
和
歌
色
葉
』「
万
葉
集
所
名

野

あ
さ
野
」
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万
葉
集
３
８
８

16
）

わ
た
つ
み
は

か
し
こ
き
も
の
か

あ
は
ぢ
し
ま

な
か
に
た
ち
お
き
て

し
ら
な
み
を

い
よ
に
め
ぐ
ら
し

ゐ
ま
ち
月

あ
け
の
と
よ
り
は

ゆ
ふ
さ
れ
ば

し
ほ
を
み
て
し
め

あ
け
く
れ
は

し
ほ
を
ほ
さ
し
め

し
ほ
さ
ゐ
の

な
み
を
か
し
こ
み

あ
は
ぢ
し
ま

い
そ
か
く
れ
ゐ
て

い
つ
し
か
も

こ
よ
ひ
の
あ
け
む
と

さ
ふ
ら
ふ
に

い
の
ね
ら
れ
ぬ
は

た
ぎ
の
う
へ
の

あ
さ
の
ゝ
き
ゝ
す

あ
け
む
と
し

た
ち
そ
こ
く
ら
し

い
さ
こ
ゝ
か

あ
へ
て
こ
き
い
て
む

な
み
も
し
づ

け
し

（
傍
線
稿
者
）

万
葉
集
の
も
と
の
歌
で
は
長
歌
の
後
半
部
分
で
、
建
保
三
年
（
一
二
一

五
）
当
時
の
道
家
が
自
力
で
万
葉
集
を
繙
い
て
摂
取
し
た
と
は
考
え
に
く

い
。
も
ち
ろ
ん
道
家
が
目
に
し
て
い
た
歌
書
で
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
な

い
も
の
の
中
に
「
た
き
の
う
へ
の
あ
さ
の
」
を
詠
ん
だ
例
が
な
か
っ
た
と

は
言
い
切
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
本
来
万
葉
集
長
歌
後
半
部
に
あ
っ
た
言

葉
に
つ
い
て
、『
初
学
抄
』
抄
出
箇
所
と
道
家
詠
が
一
致
し
て
い
る
点
に

注
目
し
、
改
め
て
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
歌
の
中
で
『
初
学
抄
』
に
も
引
用

さ
れ
て
い
る
例
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

の
一
一
一
四
は
『
初
学
抄
』
と
『
五
代
簡
要
』
が
一
致
し
て
い
る
の

で
何
と
も
言
い
難
い
。

七
は
⑨
「
を
ば
な
ふ
く
」
が
『
五
代
簡
要
』
と
一
致
す
る
の
に
対
し
、

『
初
学
抄
』
で
は
「
み
く
さ
か
り
ふ
き
」
と
訓
が
異
な
る
。

二
七
七
六
は

が
『
初
学
抄
』「
古
歌
詞

万
葉
集

四

く
さ
を
冬

野
に
ふ
み
か
ら
し
」
に
は
な
く
、『
五
代
簡
要
』
に
含
ま
れ
る
「
み
ち
」

を
詠
ん
で
い
る
。

二
六
四
五
も
同
様
に

は
『
初
学
抄
』
の
抄
出
句
に
は
な
く
、『
五
代

簡
要
』
で
は
抄
出
さ
れ
て
い
る
「
た
つ
た
み
」
を
詠
ん
で
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
そ
も
そ
も
祖
父
で
あ
る
九
条
兼
実
が
所
持
し
て
い

て
、
確
認
で
き
る
例
は
一
首
の
み
と
は
い
え
、
お
そ
ら
く
道
家
が
参
照
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
『
初
学
抄
』
と
比
べ
て
も
、『
五
代
簡
要
』
と
道
家

詠
の
関
係
は
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三

雅
経
・
秀
能

以
上
、
道
家
詠
の
中
で
本
書
と
の
関
わ
り
が
想
定
で
き
そ
う
な
歌
を
検

討
し
て
き
た
が
、
他
の
歌
人
に
つ
い
て
も
同
様
の
調
査
を
し
、
浮
上
し
た

例
を
検
討
し
た
。

③
で
触
れ
た
雅
経
に
は
、
も
う
一
首
見
ら
れ
る
。

二
〇
四
七

ひ
こ
ほ
し
の
秋
こ
く
舟

あ
ふ
せ
な
ほ
う
き
つ
の
な
み
や
さ
わ
ぐ
ら
ん
秋
こ
ぐ
ふ
ね
の
よ
る
べ

ば
か
り
に

（『
明
日
香
井
集
』
７
６
４

建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
院
百
首
）

天
川
秋
こ
ぐ
舟
の
み
な
れ
棹
袖
の
し
づ
く
の
露
と
ち
る
ら
ん

『
内
裏
百
番
歌
合
』
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
９
０

秋

知
家
）

し
か
し
二
〇
四
七
は
最
終
本
の
み
に
見
ら
れ
る
自
筆
の
書
き
入
れ
歌
で

あ
り
、
お
そ
ら
く
雅
経
詠
か
知
家
詠
の
ど
ち
ら
か
に
接
し
て
か
ら
、
定
家

が
書
き
加
え
た
と
推
測
す
る
。

同
様
の
例
と
し
て
秀
能
の
例
が
あ
る
。

一
二
一

す
み
よ
し
の
あ
さ
か
の
う
ら
に
た
ま
も
か
り
て
な

す
み
よ
し
の
あ
さ
か
の
う
ら
の
あ
さ
か
す
み
た
ま
も
か
る
て
ふ
そ
で

へ
だ
て
け
り
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（『
如
願
法
師
集
』
７

建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
院
百
首
）

一
二
一
も

17
）

最
終
本
の
み
の
書
き
入
れ
で
あ
る
。「
す
み
よ
し
の
あ
さ
か

の
う
ら
」
は
こ
の
直
後
に
順
徳
院
が
詠
み
（『
紫
禁
和
歌
集
』
８
０
９
）、

『
洞
院
摂
政
家
百
首
』
で
行
能
（
１
０
４
６
）
が
詠
ん
で
い
る
が
、「
た

ま
も
」
を
詠
ん
だ
の
は
秀
能
詠
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
秀
能

詠
に
接
し
て
定
家
が
書
き
加
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
二
名
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
刺
激
さ
れ
た
定
家
が
本
書
に

加
筆
し
た
可
能
性
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
逆

彼
ら
が
本
書
を
見
て
い
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

四

順
徳
院

次
に
、
道
家
ほ
ど
量
は
多
く
は
な
い
が
複
数
の
例
が
浮
上
し
た
順
徳
院

に
つ
い
て
、
検
討
し
た
結
果
を
述
べ
た
い
。

た
か
し
ま
の
あ
ど
か
は
波
は
あ
さ
霧
に
身
を
か
く
ろ
へ
て
千
鳥
鳴
く

な
り

（『
紫
禁
和
歌
集
』
１
０
２
６

水
郷
冬

建
保
六
年
（
一
二
一
八
）

十
月
）

一
二
三
八

﹇
嶋
﹈

た
け
し
ま
の
あ
と
し
ら
な
み
は
と
よ
め
と
も

一
二
三
八
は
「
た
け
し
ま
の
あ
と
し
ら
な
み
」
元
・
類
・
広
瀬
本
、

「
た
か
し
ま
の
あ
と
か
は
な
み
」
他
の
万
葉
集
、
の
二
通
り
の
訓
が
あ

り
、『
五
代
集
歌
枕
』
は
両
方
と
も
収
め
て
い
る
。

が
摂
取
し
て
い
る

歌
句
は
本
書
の
訓
と
異
な
っ
て
お
り
、
順
徳
院
が
本
書
に
依
っ
て
こ
の
歌

を
詠
ん
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

冬
の
色
よ
そ
れ
と
も
見
え
ぬ
さ
さ
嶋
の
磯
こ
す
浪
に
千
ど
り
た
つ
な

り

（『
紫
禁
和
歌
集
』
７
１
０

詠
二
百
首
和
歌

建
保
四
年
（
一
二
一
六
）

夏
）

一
二
三
六

﹇
嶋
﹈

さ
ゝ
し
ま
の
い
そ
こ
す
な
み

夏
草
や
あ
さ
瀬
に
な
び
く
に
こ
草
の
に
ご
ら
ぬ
水
の
色
ぞ
涼
し
き

（『
紫
禁
和
歌
集
』
９
８
１

川
辺
夏
草

建
保
五
年
（
一
二
一
七
）

四
月
）

二
七
六
二

﹇
垣
、
草
﹈

あ
し
か
き
の
な
か
の
に
こ
く
さ

夏
衣
き
な
れ
の
里
の
時
鳥
か
は
ら
ず
ぞ
聞
く
去
年
の
ふ
る
ご
ゑ

（『
紫
禁
和
歌
集
』
８
２
２

詠
二
百
首
和
歌
）

九
五
二

﹇
旅
、
衣
﹈

か
ら
衣
き
な
れ
の
さ
と
の
し
ま
ゝ
つ

一
二
三
六
は
『
八
雲
御
抄
』「
嶋

さ
ゞ
（
万
〔
い
そ
こ
す
波
、
ゆ

め
〕）」、
二
七
六
二
は
『
八
雲
御
抄
』
第
三
草
部
「
に
こ
（
わ
か
き
く
さ

花
つ
ゝ
ま
れ
た
り
と
云
へ
り
）」
と
あ
る
。
そ
れ
に
先
ほ
ど
道
家
詠
と
の

関
係
で
言
及
し
た

の
本
歌
三
一
五
一
も
『
八
雲
御
抄
』
に
あ
る
こ
と
か

ら
、

は
順
徳
院
自
身
の
歌
学
の
成
果
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。

に
つ
い
て
も
同
様
に
順
徳
院
自
身
の
万
葉
集
へ
の
関
心
が
も
た
ら
し
た
も

の
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
順
徳
院
が
『
五
代
簡
要
』
を
見
て
い
た
可
能
性

は
、
ほ
と
ん
ど
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

こ
う
し
た
他
の
歌
人
た
ち
と
比
較
す
る
と
、
本
書
と
道
家
詠
と
の
近
さ

は
注
目
に
値
す
る
。
や
は
り
道
家
は
本
書
の
存
在
を
知
っ
て
い
て
詠
作
の

際
な
ど
に
本
書
に
接
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

九
条
道
家
が
本
書
に
接
し
た
可
能
性

は
た
し
て
九
条
道
家
は
本
書
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
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に
本
書
成
立
頃
の
定
家
と
道
家
の
状
況
を
調
査
し
、
道
家
が
本
書
に
接
し

た
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

本
書
が
成
立
し
た
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
現
在
、
定
家
四
十
八
歳
、

道
家
十
七
歳
。
承
元
三
年
と
い
え
ば
、
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）
三
月
に

道
家
の
父
で
あ
る
良
経
が
、
翌
承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）
四
月
に
祖
父
兼

実
が
相
次
い
で
薨
去
し
た
、
そ
の
二
年
後
に
あ
た
る
。『
明
月
記
』
は
承

元
三
年
と
四
年
は
欠
け
て
い
る
の
で
詳
し
い
事
情
は
分
か
ら
な
い
が
、
そ

の
前
後
、
承
元
か
ら
建
保
に
か
け
て
『
明
月
記
』
か
ら
道
家
の
和
歌
に
関

す
る
記
述
は
い
く
つ
か
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
本
書
成
立
の
前

年
に
行
わ
れ
た
道
家
家
初
度
作
文
和
歌
会
の
記
事
と
、
建
保
元
年
（
一
二

一
三
）
七
月
二
十
六
日
の
記
事
に
注
目
し
た
い
。

承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
六
月
十
四
日
条

前
略

入
夜
参
大
将
殿
、
今
夜
初
度
作
文
和
歌
会
也

後
略

建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
七
月
二
十
六
日
条

前
略

依
先
日
召
、
参
内
大
臣
殿
、
見
参
之
間
、
大
府
卿
参
入
、
相
共

評
定
百
首
歌
題
、
炎
暑
雖
無
術
、
如
形
令
書
連
、

燭
以
後
長
俊
朝
臣
令

書
了

後
略

建
保
元
年
七
月
二
十
六
日
条
の
大
府
卿
は
大
蔵
卿
有
家
で
、
有
家
も
定

家
同
様
良
経
時
代
か
ら
九
条
家
と
関
わ
り
の
深
い
人
物
で
あ
る
。
こ
の
当

時
の
道
家
と
有
家
の
関
係
は
『

18
）

玉
蘂
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
有
家
は
道

家
家
の
詩
筵
の
常
連
で
、
道
家
と
親
し
く
、
詩
歌
の
先
達
と
し
て
「
評
定

百
首
歌
題
」
す
る
場
に
召
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
記
事
の
建
保
元
年
当
時
、
道
家
は
二
十
一
歳
。
良
経
が
「
花
月
百

首
」
を
行
っ
た
の
が
二
十
二
歳
、
後
に
道
家
が
息
子
の
教
実
の
た
め
に
百

首
歌
を
企
画
し
て
い
た
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
現
在
教
実
が
二
十
一
歳

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

19
）

安
井
久
善
氏
が
指
摘
な
さ
る
よ
う
に
、
道
家
自
身

の
中
に
、
九
条
家
の
当
主
は
こ
の
く
ら
い
の
年
齢
で
家
百
首
を
行
う
べ

き
、
と
い
う
伝
統
の
維
持
形
成
的
意
思
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
建
保
元
年
七
月
に
道
家
が
企
画
し
て
い
た
百
首
と
は
、
道
家

自
身
の
家
百
首
、
二
年
後
に
実
施
さ
れ
る
「
光
明
峰
寺
摂
政
家
百
首
」
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

さ
て
、
こ
の
「
光
明
峰
寺
摂
政
家
百
首
」、
中
で
も
そ
の
歌
題
と
本
書

の
標
記
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
定
家
自
身
の
詠
作
を
通
し
て

20
）

前
稿
で
考

察
し
た
が
、
道
家
が
『
五
代
簡
要
』
な
る
書
物
の
存
在
を
知
っ
た
機
会
と

し
て
、
こ
う
し
た
「
光
明
峰
寺
摂
政
家
百
首
」
の
歌
題
の
評
定
の
場
な
ど

を
想
定
し
た
い
。
建
保
元
年
七
月
二
十
六
日
で
は
、
有
家
が
同
席
し
て
い

る
の
で
考
え
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
「
光
明
峰
寺

摂
政
家
百
首
」
成
立
ま
で
二
年
余
り
あ
る
。
こ
の
百
首
の
歌
題
構
成
の
つ

い
て
、

21
）

渡
邊
裕
美
子
氏
は
兼
実
の
「
右
大
臣
家
百
首
」
を
基
礎
に
『
六
百

番
歌
合
』「
十
題
百
首
」「
二
夜
百
首
」
と
い
っ
た
良
経
の
催
し
を
意
識
し

た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
先
行
す
る
百
首
の
題
と
比
較
し

て
も
、
例
え
ば
、

22
）

花
と
月
は
各
五
首
、
時
鳥
と
雪
は
各
三
首
、
霞
・
梅
・

鹿
・
紅
葉
が
各
二
首
づ
つ
と
い
う
よ
う
に
、
素
材
に
よ
っ
て
数
が
異
な
る

な
ど
、
工
夫
が
見
ら
れ
、
結
題
の
箇
所
も
『
仙
洞
句
題
五
十
首
』
の
影
響

か
と
思
わ
れ
る
題
が
十
数
首
見
ら
れ
る
な
ど
、
過
去
に
は
な
い
新
し
い
組

題
を
試
み
よ
う
と
い
う
意
図
が
感
じ
ら
れ
、
と
て
も
一
朝
一
夕
に
設
定
さ

れ
う
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
故
、
歌
題
の
評
定
が
建
保
元
年
七
月

二
十
六
日
一
回
限
り
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
時
以
外
に
も
歌

題
の
評
定
の
場
が
設
け
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
道
家
が
『
五
代
簡
要
』
の
存

在
を
知
っ
た
可
能
性
は
あ
り
う
る
と
考
え
る
。
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ま
た
前
稿
で
は
標
記
と
の
関
連
を
中
心
に
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
定
家
の

詠
作
へ
の
『
五
代
簡
要
』
の
活
用
は

23
）

建
保
期
に
は
数
多
く
見
ら
れ
る
も
の

の
、
そ
れ
以
降
は

24
）

今
井
明
氏
や
渡
邊
裕
美
子
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
『
顕
注

密
勘
』『
僻
案
抄
』『
奥
入
』
と
い
っ
た
定
家
自
身
の
著
作
を
執
筆
す
る
際

に
は
利
用
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
和
歌
の
詠
作
の
際
に
は
本
書
は
あ
ま
り
か

え
り
み
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
一
方
で
、

25
）

前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
『
寛

喜
元
年
女
御
入
内
屛
風
和
歌
』
や
『
光
明
峰
寺
摂
政
家
歌
合
』
な
ど
道
家

主
催
の
和
歌
行
事
の
際
に
、
定
家
が
本
書
を
活
用
し
て
い
た
様
子
が
見
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
は
道
家
が
『
五
代
簡
要
』
の
存
在
を
知
っ
て
い
て
、
そ
れ

を
参
考
に
道
家
と
屛
風
歌
や
歌
合
の
題
を
検
討
す
る
際
、
定
家
が
更
に
別

の
典
拠
と
な
り
う
る
歌
を
探
し
た
結
果
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
ま
で
の
検
討
を
ま
と
め
る
と
、

一
、
本
書
に
依
っ
て
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
詠
作
が
、

時
期
的
に
も
早
い
建
保
期
に
、
九
条
道
家
に
数
多
く
見
ら
れ
る
。

二
、
同
じ
手
続
き
で
浮
上
し
た
他
の
歌
人
、
雅
経
・
秀
能
・
順
徳
院
に

つ
い
て
は
、
本
書
を
参
照
し
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。

三
、
道
家
が
本
書
の
存
在
を
知
っ
た
き
っ
か
け
と
し
て
、「
光
明
峰
寺

摂
政
家
百
首
」
の
題
の
評
定
の
場
な
ど
が
想
定
で
き
る
。

四
、
後
年
、
道
家
主
催
の
行
事
の
際
に
、
定
家
が
本
書
を
活
用
し
て
い

た
様
子
が
あ
る
。

以
上
四
点
か
ら
、
九
条
道
家
は
本
書
の
存
在
を
知
っ
て
い
て
、
詠
作
の

際
や
自
身
が
主
催
す
る
和
歌
行
事
を
企
画
す
る
際
に
定
家
に
相
談
し
、
本

書
を
活
用
し
て
い
た
と
推
定
す
る
。

六

執
筆
動
機

さ
て
、
道
家
が
二
十
代
前
半
で
家
百
首
を
催
す
こ
と
が
九
条
家
の
伝
統

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
本
書
を
執
筆
し

て
い
た
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
当
時
、
定
家
が
そ
の
こ
と
を
ど
こ
ま
で

意
識
し
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
。

26
）

久
保
田
淳
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
貞

永
元
年
（
一
二
三
二
）
に
実
施
さ
れ
る
『
洞
院
摂
政
家
百
首
』
に
つ
い

て
、
定
家
は
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
の
段
階
で
は
道
家
家
百
首
と
思
っ

て
い
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
、
そ
こ
ま
で
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
定
家
に
と
っ
て
良
経
が
主
催
し
た
、
か
つ

て
の
九
条
家
歌
壇
が
忘
れ
難
い
経
験
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
そ
の
た
め
、
前
年
の
六
月
に
初
度
作
文
和
歌
会
を
ひ
ら
き
、
和
歌
へ

の
関
心
を
示
し
始
め
た
九
条
家
の
若
き
当
主
が
、
こ
の
ま
ま
和
歌
に
興
味

を
持
ち
続
け
、
い
つ
か
良
経
の
よ
う
に
定
家
に
詠
歌
の
場
を
提
供
し
て
く

れ
る
日
が
来
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で

息
子
で
あ
る
道
家
が
主
催
す
る
詠
歌
の
場
と
し
て
、
良
経
が
主
催
し
た
和

歌
行
事
、
中
で
も
「
花
月
百
首
」・「
二
夜
百
首
」・「
十
題
百
首
」・『
六
百

番
歌
合
』
な
ど
自
身
が
参
加
し
た
百
首
歌
を
念
頭
に
描
い
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
「
十
題
百
首
」・『
六
百
番
歌
合
』
の
歌
題
と
、
本
書
の
標

記
、
と
い
う
か
、
万
葉
集
や
古
今
集
の
歌
の
中
の
何
に
注
目
す
る
か
、
と

い
う
本
書
の
歌
句
を
抄
出
す
る
際
の
意
図
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と

を
27
）

前
稿
で
述
べ
た
。
こ
れ
ら
の
題
の
よ
う
な
「
物
」
や
「
事
」
を
詠
む
こ

と
へ
の
関
心
を
、

28
）

久
保
田
淳
氏
は
「
六
条
家
歌
学
の
影
響
」
や
「
漢
学
者

や
文
人
の
文
学
観
や
詩
学
の
影
響
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
九
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条
家
の
当
主
は
代
々
和
漢
兼
作
で
あ
る
し
、

29
）

前
稿
で
触
れ
た
よ
う
に
『
六

百
番
歌
合
』
の
歌
題
と
本
書
の
標
記
に
関
連
の
あ
る
例
が
六
条
家
の
歌
人

た
ち
に
極
端
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
清
輔

に
始
ま
る
六
条
家
と
九
条
家
の
関
わ
り
が
有
家
と
の
関
係
で
道
家
の
代
ま

で
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
当
然
定
家
は
意
識
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
「
物
」
や
「
事
」
を
詠
む
こ
と

へ
の
関
心
を
、
御
子
左
家
の
和
歌
と
は
ま
た
異
な
る
、
良
経
ひ
い
て
は
九

条
家
の
和
歌
の
特
徴
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す

る
。
そ
う
し
た
九
条
家
の
傾
向
を
考
慮
し
つ
つ
、
若
き
当
主
が
将
来
催
す

で
あ
ろ
う
大
き
な
和
歌
行
事
、
た
と
え
ば
道
家
主
催
の
六
百
番
歌
合
の
よ

う
な
も
の
を
予
想
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
備
え
て
、
五
代
の
歌
集
か
ら
歌
句

を
抄
出
し
た
も
の
が
『
五
代
簡
要
』
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
は
、
確
か
に

30
）

久
保
田
淳
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
過
去
に
歌
わ
れ
た
素

材
を
歌
学
的
な
い
し
博
物
誌
的
関
心
で
編
ま
れ
た
も
の
と
言
え
る
し
、
ま

た
今
回
紙
幅
の
都
合
で
全
く
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
本
書
成
立
以
前
と

成
立
以
後
の
定
家
の
摂
取
例
を
比
較
す
る
と
、
成
立
以
前
は
同
じ
本
歌
を

繰
り
返
し
使
用
し
て
い
る
傾
向
が
明
ら
か
な
の
で
、
そ
の
マ
ン
ネ
リ
を
打

破
す
る
目
的
で
新
た
に
本
歌
と
し
て
利
用
し
う
る
歌
を
求
め
て
本
書
を
執

筆
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
加

え
て
、
承
元
三
年
暮
春
下
旬
、
藤
原
定
家
は
、

31
）

歌
句
の
抄
出
の
基
準
と
し

て
は
過
去
に
存
在
し
た
歌
題
や
将
来
あ
り
う
る
歌
題
を
念
頭
に
置
き
、
当

時
十
七
歳
の
九
条
道
家
の
存
在
を
意
識
し
つ
つ
、
ゆ
く
ゆ
く
は
道
家
が
主

催
す
る
で
あ
ろ
う
和
歌
行
事
を
想
定
し
な
が
ら
、
本
書
を
執
筆
し
始
め
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

結
、
今
後
の
課
題

序
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
検
討
範
囲
を
万
葉
集
抄
出
句
に
限
っ

た
が
、
本
書
は
、
古
今
集
・
後
撰
集
・
拾
遺
集
・
後
拾
遺
集
と
続
く
。
そ

の
な
か
で
古
今
集
巻
十
七
以
降
は
標
記
は
付
さ
れ
な
く
な
り
、
書
き
進
む

に
つ
れ
て
一
首
そ
の
ま
ま
抄
出
す
る
歌
が
増
え
る
な
ど
、
本
書
を
執
筆
し

て
い
く
過
程
で
、
定
家
の
意
図
が
執
筆
当
初
と
は
変
化
し
て
い
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

前
稿
と
本
稿
で
、
承
元
三
年
暮
春
下
旬
、
標
記
を
伴
っ
た
歌
句
の
抜
き

書
き
、
と
い
う
形
式
の
歌
学
書
を
書
き
始
め
た
と
き
の
定
家
の
意
図
を
推

測
し
て
き
た
が
、
引
き
続
き
、
本
書
を
執
筆
し
て
い
く
中
で
定
家
が
何
を

考
え
、
そ
の
意
図
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
追
い
か
け
て

い
き
た
い
。

注１
）

上
条
彰
次
「
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
『
五
代
簡
要
』
解
題
」（『
冷
泉
家
時

雨
亭
叢
書
三
八
巻
』
平
成
八
年
）

２
）

拙
稿
『
五
代
簡
要
』
の
標
記
に
つ
い
て
」（『
芸
文
研
究
』
第
八
〇
号

平
成

十
三
年
）

３
）

稿
者
は
本
書
の
抄
出
句
に
つ
い
て
、
歌
学
書
で
の
扱
い
と
摂
取
例
の
調
査
を

「
後
拾
遺
集
」
ま
で
一
通
り
終
え
て
い
る
が
、
古
今
集
以
降
の
抄
出
句
は
、
本

書
成
立
以
前
か
ら
影
響
歌
が
大
変
多
い
。
前
稿
で
言
及
し
た
古
今
集
の
場
合
は

標
記
を
伴
う
の
で
、
そ
の
標
記
と
詠
歌
の
内
容
を
比
較
す
る
こ
と
で
本
書
と
の

関
わ
り
を
推
測
で
き
る
が
、
勅
撰
集
ゆ
え
本
書
成
立
以
前
に
摂
取
し
た
歌
が
多

く
、
古
今
集
そ
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
先
行
す
る
摂
取
例
の
影
響
を
考

え
る
必
要
が
あ
り
、
本
書
と
の
直
接
の
影
響
関
係
が
見
え
に
く
い
。
ま
し
て
標

記
が
付
さ
れ
て
い
な
い
後
撰
集
・
拾
遺
集
・
後
拾
遺
集
に
つ
い
て
は
、
単
に
抄
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出
句
を
使
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
探
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
定
家
本
人
の
詠

作
で
あ
っ
て
も
、
勅
撰
集
そ
の
も
の
を
摂
取
し
た
の
か
、
勅
撰
集
を
摂
取
し
た

先
行
例
の
影
響
に
よ
る
の
か
、
本
書
に
依
拠
し
た
も
の
か
、
見
き
わ
め
る
こ
と

は
非
常
に
難
し
い
。

以
上
の
試
行
錯
誤
を
経
て
、
今
回
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
標
記
が
施
さ
れ

て
い
る
範
囲
（
古
今
集
巻
十
六
ま
で
）
を
扱
っ
た
十
四
年
前
の
結
論
と
変
わ
ら

な
い
と
判
断
し
、
本
稿
で
は
論
点
が
よ
り
明
確
に
な
る
よ
う
、
検
討
す
る
範
囲

を
万
葉
集
に
絞
り
込
ん
だ
。

４
）

建
保
二
年
に
は
他
に
家
隆
に
一
例
見
ら
れ
る
。

三
三
九
一

﹇
山
ソ
カ
ヒ
﹈

常
陸

つ
く
は
ね
に
そ
か
ひ
に
み
ゆ
る
あ
し
ほ

山

さ
く
ら
花
吹
く
や
嵐
の
あ
し
ほ
山
そ
が
ひ
に
な
び
く
峰
の
白
雲

（『
壬
二
集
』
２
１
８
２

建
保
二
年
内
裏
歌
合
に
、
山
落
花
）

こ
の
ほ
か
、
今
回
調
査
し
た
結
果
、
家
隆
に
は
約
二
十
例
、
ほ
ぼ
道
家
に
匹

敵
す
る
量
の
使
用
例
が
浮
上
し
た
。
し
か
し
本
稿
で
取
り
上
げ
た
歌
人
た
ち
の

摂
取
し
た
詠
歌
の
言
葉
続
き
が
『
五
代
簡
要
』
の
抄
出
句
と
非
常
に
近
い
の
に

対
し
、
家
隆
の
場
合
、
万
葉
集
の
訓
が
異
な
る
も
の
、
万
葉
歌
の
中
か
ら
詠
歌

の
中
に
摂
取
し
た
と
こ
ろ
と
『
五
代
簡
要
』
の
抄
出
箇
所
が
異
な
る
も
の
、
万

葉
集
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
言
葉
遣
い
を
改
め
た
も
の
な
ど
、
複
雑
な
様
子
を
見

せ
る
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
家
隆
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
指
摘
す
る
に
と

ど
め
、
改
め
て
後
日
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

５
）

今
井
明
『
為
家
卿
千
首
』
を
通
し
て
見
る
『
五
代
簡
要
』
の
位
置

そ
の

万
葉
集
摂
取
の
場
合

」（『
香
椎
潟
』
四
二
号

平
成
九
年
）

６
）

歌
合
本
文
は
、
四
句
「
神
な
み
や
ま
」
だ
が
、
他
出
本
文
（『
夫
木
和
歌
抄
』

の
項
目
・
本
文
と
も
「
神
な
び
山
」
で
『
万
代
和
歌
集
』
と
同
）
を
妥
当
と
判

断
し
、
採
用
し
た
。

７
）

い
ほ
え
さ
し
ゝ
け
り
お
ひ
た
る
と
か
の
木
」
彰
考
館
文
庫
蔵
本
欠
。

８
）

広
瀬
本
の
ミ
セ
ケ
チ
の
下
の
訓
を
採
用
。

９
）

歌
合
本
文
は
初
句
「
し
ほ
ぐ
も
り
」・
四
句
「
妻
木
を
り
た
ち
」
と
異
同
が

あ
る
が
、『
夫
木
和
歌
抄
』
の
本
文
の
ほ
う
を
妥
当
と
判
断
し
た
。

10
）

な
は
の
う
ら
」
は
実
家
集
に
一
例
見
ら
れ
る
。
後
の
例
と
し
て
は
『
洞
院

摂
政
家
百
首
』
の
行
能
詠
が
あ
る
。

11
）

順
徳
院
詠
の
三
句
は
、
百
首
歌
本
文
お
よ
び
『
紫
禁
和
歌
集
』
で
は
「
ゆ
ふ

だ
す
き
」、『
歌
枕
名
寄
』
で
は
「
ゆ
ふ
だ
た
み
」
と
あ
り
、
二
通
り
あ
っ
た
可

能
性
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
道
家
、
あ
る
い
は
順
徳
院
が
本
書
を
参
照
し
て
い

た
か
ど
う
か
、
と
い
う
、
本
稿
の
趣
旨
の
つ
い
て
、
以
下
の
二
点
は
動
か
な
い

と
考
え
る
。

一
、
道
家
は
本
書
に
接
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

二
、
順
徳
院
の
場
合
、
後
述
の
通
り
、
本
書
の
影
響
と
い
う
よ
り
、
院
自
身
の

歌
学
の
成
果
で
あ
ろ
う
。

12
）

七
の
「
お
は
な
か
り
ふ
き
」
は
、
万
葉
集
の
訓
に
異
同
が
あ
る
。

お
は
な
か
り
ふ
き
」
冷
・
西
左
・
京
左
赭
・
広
瀬
本

を
は
な
か
り
ふ
き
」
元
・
神
・
細
・
類
左
・
綺
語
抄
・
新
勅
撰
集

み
く
さ
か
り
ふ
き
」
そ
の
他
の
万
葉
集
・
童
蒙
抄
・
初
学
抄

み
ち
を
か
り
ふ
き
」
五
代
集
歌
枕

但
し
、
七
は
『
新
勅
撰
集
』
に
４
９
６
と
し
て
入
集
し
て
い
る
の
で
、
⑨
が

『
新
勅
撰
集
』
成
立
後
に
詠
ま
れ
た
も
の
な
ら
、『
五
代
簡
要
』
と
の
関
係
を

想
定
す
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

13
）

「
我
門
の
い
つ
も
と
や
な
き
」
の
例
は
清
輔
詠
の
み
だ
が
、
た
だ
の
「
い
つ

も
と
や
な
き
」
は
久
安
百
首
（
公
能
）・
出
観
集
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

14
）

い
か
に
せ
ん
と
か
」
彰
考
館
文
庫
本
欠
。

15
）

九
〇
九
の
「
し
ら
ゆ
ふ
は
な
に
」
は
、
万
葉
集
の
訓
に
異
同
が
あ
る
。

し
ら
ゆ
ふ
は
な
の
」
細
・
広
瀬
本

し
ら
ゆ
ふ
は
な
に
」
そ
の
他
の
万
葉
集
・
童
蒙
抄
・
初
学
抄

16
）

広
瀬
本
の
ミ
セ
ケ
チ
の
下
の
訓
を
採
用
。

17
）

現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
伝
本
の
関
係
に
つ
い
て
、
彰
考
館
文
庫
蔵
本

お
よ
び
志
香
須
賀
文
庫
蔵
本
を
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
生
成
増
益
過
程
に
お
け
る
過

渡
期
本
と
さ
れ
る
注

１
）の
上
条
彰
次
氏
の
推
定
に
従
っ
て
い
る
。

18
）
『
玉
蘂
』
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
九
月
十
三
日
条

前
略

聊
展
詩
筵
、
題
曰
、
秋
情
唯
在
月

中
略

又
当
座
賦
同
之
、
長
兼

有
家
等
卿
已
下
文
人
七
人
也
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建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
三
月
二
十
一
日
条

旬

如
常
、
今
日
有
詩
歌
会
事
、
以
有
家
卿
令
付
勝
劣
也

建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
八
月
十
五
日
条

前
略

此
日
有
作
文
事
、
題
曰
松
樹
帯
月
光

中
略

有
家
詩
有
宜
之
句
、

人
々
感
之

後
略

19
）

安
井
久
善
「
九
条
家
と
同
家
百
首
和
歌
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
二
〇
号

昭

和
四
十
一
年
）

20
）

前
掲
注

２
）拙
稿

21
）

渡
邊
裕
美
子
『
光
明
峰
寺
摂
政
家
百
首
』
に
つ
い
て
」（『
中
世
文
学
』
第
四

三
号

平
成
十
一
年
）

22
）

例
「
遠
村
花
｜
遠
村
紅
葉
」「
古
郷
花
｜
古
郷
橘
」「
古
寺
花
｜
古
寺
紅
葉
」

「
野
径
月
｜
野
径
霜
」「
江
上
月
｜
江
月
」「
浦
辺
月
｜
浦
月
」
等
。

23
）

建
保
期
の
定
家
の
詠
作
に
つ
い
て
は
、
今
井
明
『
五
代
簡
要
』
と
定
家
の
詠

作

建
保
期
の
定
家
歌
・
補
説
」（『
香
椎
潟
』
四
四
号

平
成
十
一
年
）
に

指
摘
が
あ
る
。

24
）

前
掲
注

４
）論
文
、
今
井
明
「
定
家
歌
学
に
お
け
る
『
五
代
簡
要
』
の
位
置

（
一
）『
奥
入
』
へ
の
視
座
」（
福
岡
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
『
文
芸
と
思
想
』

六
〇
号

平
成
八
年
）、
今
井
明
「
定
家
歌
学
に
お
け
る
『
五
代
簡
要
』
の
位

置
（
二
）」（『
香
椎
潟
』
四
一
号

平
成
八
年
）、
渡
邊
裕
美
子
『
五
代
簡
要
』

の
増
補
と
詠
歌
｜『
万
葉
集
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
文
学
研
究
』
一
二
九
号

平
成
十
一
年
）

25
）

前
掲
注

２
）拙
稿

26
）

久
保
田
淳
「
為
家
と
光
俊
」（『
中
世
和
歌
史
の
研
究
』）

27
）

前
掲
注

２
）拙
稿

28
）

久
保
田
淳
「
藤
原
定
家
に
お
け
る
「
物
」
と
「
事
」

『
万
物
部
類
和
歌

抄
』
を
中
心
と
し
て

」（『
論
集
藤
原
定
家
』

昭
和
六
十
三
年
）

29
）

前
掲
注

２
）拙
稿
よ
り
、
顕
昭
五
例
、
季
経
四
例
、
有
家
三
例
、
経
家
二

例
、
隆
信
・
家
隆
・
寂
蓮
各
一
例

30
）

前
掲
注

28
）論
文

31
）

前
掲
注

２
）拙
稿

◯
『
五
代
簡
要
』
の
伝
本
は
、
現
在
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
・
志
香
須
賀
文

庫
蔵
本
・
彰
考
館
文
庫
蔵
本
の
三
本
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
時
雨
亭
文
庫
蔵
本

は
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
三
八
巻
』（
平
成
八
年

朝
日
新
聞
社
）
を
、
志
香

須
賀
文
庫
蔵
本
は
『
日
本
歌
学
大
系
別
巻
三
「
万
物
部
類
和
歌
抄
」』
を
、
彰

考
館
文
庫
蔵
本
『
五
代
簡
要
』
函
架
番
号
（
巳
３
｜
０
６
８
５
５
）
は
国
文
学

研
究
資
料
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
使
用
。

◯
『
五
代
簡
要
』
の
引
用
は
特
に
注
記
し
た
も
の
以
外
、
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
を
使

用
。『
五
代
簡
要
』
所
収
歌
は
漢
数
字
。
標
記
は
﹇

﹈
で
括
っ
た
。
万
葉
集

は
広
瀬
本
（『
校
本
万
葉
集

別
冊
』）
を
使
用
。
万
葉
集
諸
本
の
名
称
は
『
校

本
万
葉
集
』
の
略
号
を
使
用
。
算
用
数
字
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
引
用
。
歌

学
書
は
『
日
本
歌
学
大
系
』
を
使
用
。『
明
月
記
』
は
国
書
刊
行
会
本
、『
玉

蘂
』
は
同
朋
舎
（
昭
和
五
十
九
年
刊
）
を
使
用
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
第
一
三
九
回
慶
應
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
（
平
成
十
二
年
六
月

十
日
）
お
よ
び
平
成
十
二
年
和
歌
文
学
会
十
一
月
例
会
で
の
口
頭
発
表
の
後

半
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ご
教
示
賜
っ
た
先
生
方
に
心
よ
り
感
謝
申

し
上
げ
る
。
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