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は

じ

め

に

藤
原
為
頼
は
、
平
安
時
代
中
期
に
活
躍
し
た
勅
撰
集
歌
人
で
あ
る
。
生
年
は

未
詳
だ
が
、
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
生
ま
れ
と
推
定
さ
れ
、
長
徳
四
年
（
九
九

八
）
に
没
し
て
い
る
。
父
は
藤
原
雅
正
、
母
は
藤
原
定
方
女
む
す
め
。
弟
に
紫
式
部

の
父
為
時
が
い
る
か
ら
、
為
頼
は
紫
式
部
の
伯
父
に
当
た
る
。﹃
拾
遺
集
﹄
以
下

の
勅
撰
集
に
十
一
首
入
集
し
、
家
集
に
は
自
撰
集
と
み
ら
れ
る
﹃
為
頼
集
﹄
が

あ
る
。

為
頼
は
春
宮
時
代
の
花
山
天
皇
の
も
と
に
出
入
り
し
て
、
春
宮
少
進
や
権
大

進
を
勤
め
、
ま
た
小
野
宮
一
族
と
も
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
亡
き
藤
原
実
頼

の
供
養
で
詠
じ
た
﹁
世
の
な
か
に
あ
ら
ま
し
か
ば
と
思
ふ
人
な
き
が
多
く
も
な

り
に
け
る
か
な（1
）﹂
は
為
頼
を
代
表
す
る
歌
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
関
白
頼
忠

が
円
融
天
皇
に
入
内
さ
せ
た
遵
子
（
公
任
姉
）
が
皇
子
を
産
ま
ず
、
兼
家
が
入

内
さ
せ
た
詮
子
（
道
長
姉
）
が
後
に
即
位
す
る
一
条
天
皇
を
産
み
、
さ
ら
に
花

山
天
皇
が
兼
家
た
ち
の
策
動
で
出
家
し
、
政
治
を
主
導
す
る
家
が
兼
家
ら
九
条

家
に
移
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
後
の
官
途
は
不
遇
で
終
わ
る
生
涯
と
な
っ
た（2
）。

さ
ら
に
為
頼
は
近
親
者
を
失
う
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
も
あ
っ
て
﹃
為
頼
集
﹄

で
は
哀
傷
歌
の
占
め
る
割
合
が
多
い
。
そ
れ
を
反
映
し
て
為
頼
の
和
歌
に
は
無

常
観
や
喪
失
感
の
影
が
色
濃
く
刻
ま
れ
て
い
る（3
）。
母
が
藤
原
定
方
の
娘
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
そ
の
姉
妹
の
血
縁
で
繫
が
る
交
遊
圏
を
形
成
し
、
な
か
で
も
藤

原
公
任
（
頼
忠
息
・
祖
母
が
定
方
女
）
や
村
上
天
皇
第
七
皇
子
の
具
平
親
王

（
祖
母
が
定
方
女
）
と
の
交
流
が
特
筆
さ
れ
る
。
具
平
親
王
家
に
は
家
司
の
立
場

で
伺
候
し
、
若
い
こ
ろ
の
紫
式
部
は
具
平
親
王
家
に
女
房
と
し
て
仕
え
て
い
た

と
の
指
摘
が
あ
る（4
）。

家
集
と
し
て
﹃
為
頼
集
﹄
が
現
存
す
る
。
伝
本
は
す
べ
て
同
一
系
統
で
、﹃
新

編
国
歌
大
観
﹄
第
三
集
と
﹃
私
家
集
大
成
﹄
中
古
1
の
底
本
は
三
手
文
庫
本

（
申
・
二
一
〇
）
で
、
江
戸
初
期
の
写
本
で
あ
る
。
冷
泉
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
の

﹃
為
頼
集
﹄（﹃
平
安
私
家
集

十
一
﹄
所
収
）
は
真
観
の
書
写
に
な
る
鎌
倉
中
期

の
書
写
本
で
、
貴
重
な
本
で
は
あ
る
が
、
歌
数
全
八
六
首
の
う
ち
四
九
首
の
み

の
所
収
で
あ
る
。
ま
た
為
頼
集
の
古
筆
切
と
し
て
は
、
藤
原
光
俊
筆
為
頼
集

切
、
伝
甘
露
寺
資
経
筆
為
頼
集
切
が
存
す
る
。

本
稿
で
考
察
す
る
﹃
為
頼
集
﹄
第
82
・
83
番
歌
の
唱
和
は
、
一
条
の
大お
と
ど殿

（
藤
原
伊
尹
）
が
逝
去
し
た
の
ち
、
藤
原
為
頼
と
桃
園
殿
（
源
保
光
）
が
故
人
と

﹃
為
頼
集
﹄
哀
傷
歌
に
み
ら
れ
る
歌
語
の
享
受
と
展
開

―
―
第
八
二
・
八
三
番
歌
の
唱
和
を
視
点
と
し
て
―
―古

瀨

雅

義
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の
思
い
出
を
、
桃
園
殿
と
い
う
場
所
と
絡
め
な
が
ら
偲
ん
で
詠
ん
だ
哀
傷
歌
で

あ
る
。

82
﹁
大
方
の
秋
と
見
る
だ
に
花
薄
植
ゑ
し
君
ゆ
ゑ
袖
ぞ
露
け
き
﹂（

藤
原
為
頼
）

83
﹁
植
ゑ
置
き
し
尾
花
に
か
か
る
白
露
の
消
え
ぬ
先
に
ぞ
ま
づ
招
か
ま
し
﹂

（
源
保
光
）

現
存
す
る
伝
本
を
比
較
す
る
と
、
詞
書
に
異
同
が
み
ら
れ
る
が
、
和
歌
自
体

に
異
同
は
ほ
ぼ
な
い
。﹃
為
頼
集
﹄
に
収
め
ら
れ
た
歌
の
特
徴
の
一
つ
に
﹁
喪

失
﹂
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
が
、
こ
の
唱
和
に
つ
い
て

﹃
為
頼
集
﹄
現
存
伝
本
の
校
異
を
比
較
し
な
が
ら
用
い
ら
れ
た
歌
語
の
表
現
を
考

察
す
る
と
、
故
人
を
偲
ぶ
哀
傷
歌
の
典
型
的
な
詠
み
方
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
本
稿
で
は
、
為
頼
が
関
わ
る
文
化
圏
に
お
け
る
歌
の
表
現
の
特
徴
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

一
、
藤
原
伊
尹
と
源
保
光
に
つ
い
て

当
該
唱
和
の
第
82
番
歌
詞
書
に
登
場
す
る
﹁
一
条
の
大お
と
ど殿
﹂
は
、
九
条
右
大

臣
師
輔
の
嫡
男
で
一
条
摂
政
と
号
し
た
藤
原
伊
尹
（
こ
れ
ま
さ
／
こ
れ
た
だ
）

と
推
定
で
き
る
。
藤
原
伊
尹
は
延
長
二
年
（
九
二
四
）
に
右
大
臣
師
輔
の
嫡
男

と
し
た
生
ま
れ
た
。
母
は
藤
原
経
邦
の
女
盛
子
。
同
母
弟
に
兼
通
と
兼
家
が
い

る
。
摂
政
・
太
政
大
臣
・
正
二
位
に
至
り
﹁
一
条
摂
政
﹂
と
呼
ば
れ
た
。﹃
日
本

紀
略
﹄
に
よ
る
と
天
禄
三
年
（
九
七
二
）
十
一
月
一
日
に
四
九
歳
で
薨
去
。
華

美
贅
沢
を
好
み
、
本
院
侍
従
を
は
じ
め
多
数
の
女
性
と
多
く
の
恋
愛
唱
和
を
残

し
た
。﹃
一
条
摂
政
御
集
﹄
冒
頭
か
ら
四
一
番
歌
ま
で
は
そ
れ
ら
の
贈
答
歌
を
も

と
に
自
身
で
歌
物
語
と
し
て
仕
立
て
、
四
二
番
歌
以
下
に
多
く
の
恋
愛
贈
答
歌

〈
資
料
一
〉
人
物
関
係
系
図

伊
尹
（
一
条
の
大
殿)

義
孝

行
成

～

※

972
1027

～

倫
子**

～

924
972

954
974

兼
通

頼

通

＝

（
九
条
家
）

道
長

彰
子

師
輔

兼
家

道
兼
（
粟
田
右
大
臣
）

詮
子

安
子

一
条
天
皇

＝

円
融
天
皇

（
今
上
の
宮
）

＝遵
子*

婉
子
女
王

為
平
親
王

娘
女
王

隆
姫
女
王

村
上
天
皇

祇
子
女
王

＝

醍
醐
天
皇

～

具
平
親
王

源

師
房

904

937

代
明
親
王

（
中
務
宮
母
女
御
）

～

（
土
御
門
右
大
臣
）

～

964
1009

1008
1077

荘
子
（
庄
子
）
女
王

～
930
1008

保
光
（
桃
園
中
納
言
）

女

（
一
条
の
大
殿)

～

行
成

※

924
995

伊
尹

～

～

924
972

972
1027

義
孝

＝恵
子
女
王

～

～

925
992

954
974

女
子

厳
子
女
王

～
966
1041

（
小
野
宮
家
）

公
任

定
頼

＝

実
頼

頼
忠

遵
子*

～

～

～

900
970

924
989

957
1046

女
子

藤
原
定
方

雅
正

北
の
方

伊
祐

頼
祐

＝

兼
輔

為
頼

女

（
堤
中
納
言
）

？
～

941

998

妹

定
方
女

為
長
（
陸
奥
守
）

？
～

？

む
す
め

943

987

為
時
（
越
前
守
）

紫
式
部
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等
が
他
撰
さ
れ
る
。
村
上
天
皇
勅
撰
の
﹃
後
撰
和
歌
集
﹄
編
纂
と
﹃
万
葉
集
﹄

訓
読
（
古
点
）
の
た
め
、
天
暦
五
年
（
九
五
一
）
に
撰
和
歌
所
が
設
置
さ
れ
た

時
に
別
当
を
勤
め
、﹃
後
撰
集
﹄
以
下
の
勅
撰
集
に
三
七
首
が
入
集
す
る
歌
人
で

も
あ
っ
た
。

源
保
光
は
、
延
長
二
年
（
九
二
四
）
に
醍
醐
天
皇
皇
子
の
代
明
親
王
二
男
と

し
て
生
ま
れ
、
伊
尹
と
同
年
で
あ
る
。
母
は
右
大
臣
定
方
女
。
天
暦
三
年
（
九

四
九
）
に
昇
殿
し
、
同
五
年
に
文
章
生
に
及
第
。
そ
の
後
は
能
吏
と
し
て
順
調

に
昇
進
を
重
ね
、
民
部
大
輔
・
侍
従
・
右
中
弁
・
左
中
弁
・
右
大
弁
・
勘
解
由

長
官
・
式
部
大
輔
・
蔵
人
頭
を
経
て
、
安
永
三
年
（
九
七
〇
）
に
参
議
と
な
り

公
卿
の
列
に
加
わ
っ
た
。
貞
元
三
年
（
九
七
八
）
に
権
中
納
言
、
永
延
二
年

（
九
八
八
）
に
中
納
言
に
転
じ
、
後
に
﹁
桃
園
中
納
言
﹂
と
称
さ
れ
た
。
長
徳
元

年
（
九
九
五
）
五
月
九
日
に
七
二
歳
で
薨
去
。
娘
が
伊
尹
四
男
義
孝
と
結
婚
し

て
一
人
息
子
行
成
を
も
う
け
、
外
祖
父
と
し
て
行
成
を
養
育
し
た
。
義
孝
亡
き

後
に
邸
宅
の
桃
園
邸
を
伝
領
し
て
行
成
に
引
き
継
ぐ
。
後
に
行
成
は
先
祖
供
養

の
世
尊
寺
を
建
立
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
家
は
﹁
世
尊
寺
流
﹂
と
号
す
よ
う
に

な
っ
た
。

こ
の
系
図
か
ら
為
頼
母
（
定
方
女
）
の
姉
妹
血
縁
に
よ
り
醍
醐
源
氏
の
代
明

親
王
系
を
通
じ
て
小
野
宮
家
、
具
平
親
王
と
交
流
が
深
い
こ
と
が
確
認
で
き

る
。﹃
公
任
集
﹄
第
二
一
八
番
歌
に
公
任
が
亡
き
保
光
を
偲
ぶ
哀
傷
歌
が
あ
り
、

続
け
て
翌
年
に
為
頼
が
法
性
寺
の
法
華
八
講
で
詠
ん
だ
歌
が
み
え
る
。

〈
資
料
二
〉『
公
任
集
』
第
二
一
八
・
二
一
九
・
二
二
〇
番
歌

世
中
騒
が
し
か
り
け
る
年
、
常
に
あ
り
け
る
人
多
く
な
く
な
り
て

後
、
神
無
月
の
つ
ご
も
り
方
に
白
川
に
渡
り
給
ふ
に
、
紅
葉
の
一
木

残
れ
る
に
つ
け
て
、
常
に
文
作
り
歌
な
ど
詠
み
け
る
源（
源
保
光
）

中
納
言
な
ど

思
ひ
出
ら
れ
て
、
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
給
ひ
け
れ
ば

（
公
任
）

218

け
ふ
来
ず
は
見
で
や
や
ま
ま
し
山
里
の
紅
葉
も
人
も
常
な
ら
ぬ
世
に

又
の
年
、
法
性
寺
の
御
八
講
の
日
、

為
頼

219

世
の
中
に
あ
ら
ま
し
か
ば
と
思
ふ
人
亡
き
が
多
く
も
な
り
に
け
る
か
な

返
し

（
公
任
）

220

常
な
ら
ぬ
世
は
憂
き
身
こ
そ
哀
し
け
れ
そ
の
数
に
だ
に
入
ら
じ
と
思
へ
ば

詞
書
に
﹁
源
中
納
言
﹂
と
記
載
さ
れ
る
の
み
で
保
光
の
歌
は
な
い
。
こ
の

﹁
世
中
騒
が
し
か
り
け
る
年
﹂
と
は
疫
病
流
行
の
年
で
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
と

思
し
い
。
こ
の
年
死
去
し
た
公
卿
は
、
道
隆
・
道
兼
・
道
頼
・
朝
光
・
済
時
・

源
重
信
・
源
保
光
・
源
伊こ
れ

陟た
だ
が
い
る
。

二
、『
為
頼
集
』
第
八
二
番
・
八
三
番
の
唱
和
の
翻
刻
と
校
合

本
稿
で
考
察
す
る
﹃
為
頼
集
﹄
第
八
二
・
八
三
番
歌
の
唱
和
に
つ
い
て
、
現

存
す
る
写
本
と
刊
本（5
）を
翻
刻
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。︿
資
料
三
﹀
で
は
改

行
を
／
で
示
し
、︿
資
料
四
﹀
で
は
詞
書
の
空
白
一
字
分
を
□
で
表
し
、
校
異
を

太
字
で
示
し
た
。
⑫
の
傍
書
﹁
羊
﹂
は
﹁
群
書
類
従
本
﹂
の
略
と
思
し
い
。

〈
資
料
三
〉『
為
頼
集
』
第
八
二
番
・
八
三
番
唱
和

①
宮
内
庁
書
陵
部
本

一
条
の
お
と
ゝ
か
く
れ
た
ま
ひ
て
の
あ
き
／
い
つ
れ
の
な
つ
に
か

も
ゝ
そ
の
ゝ
と
の
ゝ
／
お
は
し
ま
し
し
お
り
を
お
も
ひ
い
て
ゝ
／
あ

は
れ
に
き
こ
え
し
に

82

大
か
た
の
秋
と
み
る
た
に
は
な
す
ゝ
き
／
う
へ
し
き
み
ゆ
へ
そ
て
そ
つ

ゆ
け
きと

の
ゝ
か
へ
し

83

う
へ
を
き
し
お
は
な
に
か
ゝ
る
し
ら
つ
ゆ
の
／
き
え
ぬ
さ
き
に
そ
ま
つ
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ま
ね
か
ま
し

②
三
手
文
庫
本

一
条
の
お
と
ゝ
か
く
れ
た
ま
ひ
て
の
秋
／
い
つ
れ
の
夏
に
か
も
ゝ
そ

の
ゝ
殿
を
は
し
／
ま
し
ゝ
お
も
ひ
□
□
□
か
り
き
こ
え
し
に

82

お
ほ
か
た
の
秋
と
み
る
た
に
は
な
す
ゝ
き
／
う
へ
し
き
み
ゆ
へ
そ
て
そ

つ
ゆ
け
き

と
の
ゝ
御
か
へ
し

83

う
へ
を
き
し
を
は
な
に
か
ゝ
る
し
ら
つ
ゆ
の
／
き
え
ぬ
さ
き
に
そ
ま
つ

ま
ね
か
ま
し

③
山
口
県
立
図
書
館
本

一
条
の
お
と
ゝ
か
く
れ
た
ま
ひ
て
の
秋
／
い
つ
れ
の
夏
に
か
も
ゝ
そ

の
ゝ
殿
を
は
し
／
ま
し
ゝ
お
も
ひ
□
□
□
か
り
き
こ
ゑ
し
に

82

お
ほ
か
た
の
秋
と
み
る
た
に
は
な
す
ゝ
き
／
う
へ
し
き
み
ゆ
へ
そ
て
そ

つ
ゆ
け
き

と
の
ゝ
御
か
へ
し

83

う
へ
を
き
し
を
は
な
に
か
ゝ
る
し
ら
つ
ゆ
の
／
き
え
ぬ
さ
き
に
そ
ま
つ

ま
ね
か
ま
し

④
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
図
書
館
蔵
（
黒
川
文
庫
本
）

一
条
の
お
と
かゝの"

く
れ
給
ひ
て
の
秋
い
つ
れ
の
夏
に
か
も
ゝ
そ
の
ゝ

／
殿
お
は
し
ま
し
く
お
も
ひ

82

お
ほ
か
た
の
秋
と
み
る
た
に
花
す
ゝ
き
う
ゑ
し
君
ゆ
ゑ
袖
は
つ
ゆ
け
き

※﹁
お
も
ひ
﹂
以
下
欠
脱

と
の
ゝ
御
か
へ
し

83

う
ゑ
お
き
し
を
は
な
に
か
ゝ
る
白
露
の
消
ぬ
さ
き
に
そ
先
ま
ね
か
ま
し

※
和
歌
一
行
書
﹁
う
ゑ
し
﹂・﹁
ゆ
ゑ
﹂
と
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
修
正

⑧
群
書
類
従
本

一
條
の
お
と
ゝ
か
く
れ
た
ま
ひ
て
の
秋
い
つ
れ
の
度
に
か
も
／
も
そ

の
ゝ
殿
を
は
し
ま
し
く
お
も
ひ

82

お
ほ
か
た
の
秋
と
み
る
た
に
花
す
ゝ
き
う
へ
し
君
ゆ
へ
袖
は
露
け
き

※﹁
お
も
ひ
﹂
以
下
欠
脱

と
の
ゝ
御
か
へ
し

83

う
へ
を
き
し
尾
花
に
か
ゝ
る
白
露
の
消
ぬ
さ
き
に
そ
先
ま
ね
か
ま
し

※
和
歌
一
行
書

⑨
続
群
書
類
従
本

一
條
の
お
と
ゝ
か
く
れ
た
ま
ひ
て
の
秋
い
つ
れ
の
夏
に
か
／
も
ゝ
そ

の
ゝ
殿
を
は
し
ま
し
ゝ
お
り
を
お
も
ひ
い
て
ゝ
あ
／
は
れ
か
り
き
こ

え
し
に

82

お
ほ
か
た
の
秋
と
み
る
た
に
花
す
ゝ
き
う
へ
し
君
ゆ
へ
袖
は
つ
ゆ
け
き

と
の
ゝ
御
か
へ
し

83

う
へ
を
き
し
お
は
な
に
か
ゝ
る
白
露
の
消
ぬ
さ
き
に
そ
先
ま
ね
か
ま
し

※
和
歌
一
行
書

⑪
冷
泉
時
雨
亭
文
庫
本

一
条
の
お
と
ゝ
か
く
れ
た
ま
ひ
て
の
秋
い
つ
れ
／
の
な
つ
に
か
も
ゝ

そ
の
ゝ
と
の
ゝ
お
は
し
ま
し
／
し
お
り
を
お
も
ひ
い
て
ゝ
あ
は
れ
か

り
き
／
こ
え
し
に

82

お
ほ
か
た
の
あ
き
と
み
る
た
に
は
な
す
ゝ
き
／
う
へ
し
き
み
ゆ
へ
そ
て

そ
つ
ゆ
け
き

と
の
ゝ
御
か
へ
し

83

裁
を
き
し
を
は
な
に
か
ゝ
る
し
ら
つ
ゆ
の
／
き
え
ぬ
さ
き
に
そ
ま
つ
ま

ね
か
ま
し
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⑫
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
（
谷
山
文
庫
本
／
岩
崎
美
隆
旧
蔵
本
）

一
条
の
お
と
ゝ
か
く
れ
た
ま
ひ
て
の
秋
／
い
づ
れ
の
夏度

羊に
か
も
ゝ
そ

の
ゝ
殿
を
は
し
／
ま
し
ゝ
く

羊
お
も
ひ
□
□
□
か以
下
羊
ナ
シ

り
き
こ
え
し

82

お
ほ
か
た
の
秋
と
み
る
た
に
は
な
す
ゝ
き
／
う
へ
し
き
み
ゆ
へ
そ
て
そ

つ
ゆ
け
き

と
の
ゝ
御
か
へ
し

83

う
へ
を
き
し
を
は
な
に
か
ゝ
る
し
ら
つ
ゆ
の
／
き
え
ぬ
さ
き
に
そ
ま
つ

ま
ね
か
ま
し

以
上
を
基
に
、
本
文
の
異
同
に
注
目
し
て
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

〈
資
料
四
〉
本
文
異
同
の
整
理

Ⅰ

お
も
ひ
□
□
□
か
り
き
こ
え
し
に

②
三
手
文
庫
本

③
山
口
県
立
図
書
館
本
（
三
手
文
庫
の
転
写
本
か
）

⑫
京
都
女
子
大
本
（
谷
山
文
庫
・
群
書
類
従
本
と
対
校
）

Ⅱ

お
り
を
お
も
ひ
い
て
ゝ
あ
は
れ
か
り
き
こ
え
し
に

⑪
冷
泉
時
雨
亭
文
庫

⑨
続
群
書
類
従
本

Ⅲ

お
り
を
お
も
ひ
い
て
ゝ
あ
は
れ
に
き
こ
え
し
に

①
宮
内
庁
書
陵
部
本

Ⅳ

お
は
し
ま
し
く
お
も
ひ
（
以
下
欠
脱
）

⑧
群
書
類
従
本

④
Ｎ
Ｄ
清
心
女
子
大
本
（
黒
川
本
）

Ⅴ

袖
は
つ
ゆ
け
き

⑧
群
書
類
従
本

④
Ｎ
Ｄ
清
心
女
子
大
本
（
黒
川
本
）

⑨
続
群
書
類
従
本

Ⅰ
は
欠
字
部
分
（
□
）
が
あ
り
、
Ⅱ
と
Ⅲ
は
﹁
あ
は
れ
か
り
﹂
と
﹁
あ
は
れ

に
﹂
の
校
異
、
Ⅳ
は
﹁
お
は
し
ま
し
ゝ
﹂
の
踊
り
字
﹁
ゝ
﹂
が
﹁
く
﹂
と
な

り
、
Ⅴ
は
﹁
袖
ぞ
﹂
の
﹁
そ
﹂
が
﹁
は
﹂
に
な
っ
て
い
る
。
Ⅴ
は
﹁
つ
ゆ
け
き
﹂

と
あ
る
か
ら
、
係
り
結
び
の
点
か
ら
見
て
も
と
は
﹁
そ
﹂
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
校
合
す
る
と
、
本
来
は
﹁
も
ゝ
そ
の
ゝ
と
の
ゝ
お
は
し
ま
し
ゝ
を

り
を
お
も
ひ
い
て
ゝ
あ
は
れ
が
り
き
こ
え
し
に
﹂（
桃
園
の
殿
の
お
は
し
ま
し
ゝ

折
を
思
ひ
出
て
ゝ
哀
が
り
）
の
﹁
出
て
ゝ
哀
﹂
が
空
白
部
と
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
①
書
陵
部
本
の
﹁
あ
は
れ
か
り
﹂
の
﹁
か
り
﹂
は
、
字
母
﹁
可
﹂﹁
利
﹂

を
縦
長
の
仮
名
書
体
﹁
に
﹂（
字
母
﹁
耳
﹂）
に
誤
写
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
復
元
本
文
が
想
定
で
き
よ
う
。

〈
資
料
五
〉
第
八
二
番
・
八
三
番
の
唱
和
の
復
元
試
案

一
条
の
お
と
ゝ
か
く
れ
た
ま
ひ
て
の
秋
い
つ
れ
の
な
つ
に
か
も
ゝ
そ

の
ゝ
と
の
ゝ
お
は
し
ま
し
ゝ
を
り
を
お
も
ひ
い
て
ゝ
あ
は
れ
か
り
き

こ
え
し
に

82

お
ほ
か
た
の
あ
き
と
み
る
た
に
は
な
す
ゝ
き
う
へ
し
き
み
ゆ
へ
そ
て
そ

つ
ゆ
け
き

と
の
ゝ
御
か
へ
し

83

う
ゑ
を
き
し
を
は
な
に
か
ゝ
る
し
ら
つ
ゆ
の
き
え
ぬ
さ
き
に
そ
ま
つ
ま

ね
か
ま
し三

、
当
該
唱
和
の
素
材
と
表
現

以
上
の
考
察
か
ら
、
振
り
漢
字
等
を
充
て
た
唱
和
本
文
を
示
し
て
み
る
。

〈
資
料
六
〉
第
八
二
番
・
八
三
番
の
唱
和

一
条
の
大お
と
ど殿
隠
れ
給
ひ
て
の
秋
、
い
づ
れ
の
夏
に
か
桃も
も
ぞ
の園
の
殿
お
は

し
ま
し
し
折
を
思
ひ
出
で
て
、
あ
は
れ
が
り
聞
こ
え
し
に（

藤
原
為
頼
）

82

大
方
の
秋
と
見
る
だ
に
花
薄
植
ゑ
し
君
ゆ
ゑ
袖
ぞ
露
け
き

殿
の
御
返
し

（
源
保
光
）
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83

植
ゑ
置
き
し
尾
花
に
か
か
る
白
露
の
消
え
ぬ
先
に
ぞ
ま
づ
招
か
ま
し

詠
歌
状
況
は
、
一
条
の
大
殿
藤
原
伊
尹
が
亡
く
な
っ
た
後
の
秋
に
、
か
つ
て

生
前
の
夏
に
伊
尹
の
邸
宅
（
桃
園
殿
）
で
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
桃
園
殿
を
伝

領
し
た
源
保
光
と
為
頼
が
、
今
は
亡
き
伊
尹
が
薄
を
植
え
置
い
て
い
た
こ
と
を

偲
ん
で
詠
み
交
わ
し
た
唱
和
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
哀
傷
歌
と
し
て
の
素
材
に

﹁
花
薄
﹂（﹁
尾
花
﹂）、﹁
袖
﹂、﹁
露
﹂（﹁
白
露
﹂）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

﹁
薄
﹂
は
秋
の
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
、
穂
が
出
て
い
る
も
の
を
﹁
花
薄
﹂
と
詠

み
、﹁
尾
花
﹂
と
も
表
現
す
る
。
風
に
靡
く
有
様
が
人
を
招
い
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
こ
と
か
ら
﹁
招
く
﹂
を
縁
語
と
す
る
。
ま
た
薄
に
置
く
﹁
露
﹂
が
風
に
吹

か
れ
飛
び
散
る
こ
と
か
ら
、
は
か
な
く
消
え
る
も
の
と
し
て
﹁
涙
﹂
や
﹁
消
え

る
﹂
の
縁
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
歌
語
で
あ
る
。﹃
為
頼
集
﹄
の
所
収
歌
で
﹁
花

薄
﹂﹁
尾
花
﹂
と
﹁
露
﹂
は
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

〈
資
料
七
〉『
為
頼
集
』
所
収
歌
の
「
花
薄
」
と
「
尾
花
」

①
花
薄

一
首

・
82
﹁
大
方
の
﹂
当
該
歌
の
み
（
為
頼
）

②
尾
花

二
首

・
83
﹁
植
ゑ
置
き
し
﹂
当
該
歌
（
源
保
光
）

・

三
条
中
納
言
、
津
の
国
に
領ら
う
じ
給
ふ
所
に
御
供
に
ま
で
て
、
浜
辺

近
き
所
に
前
栽
な
ど
を
か
し
き
に
、
枯
れ
た
る
薄
の
、
上
よ
り
見

え
け
れ
ば

（
為
頼
）

△
85

浜
風
に
な
び
く
尾
花
は
朝
ぼ
ら
け
籬
に
寄
す
る
波
か
と
ぞ
み
る

85
番
歌
は
浜
風
に
靡
く
枯
れ
た
薄
が
寄
せ
る
波
の
よ
う
に
見
え
る
と
詠
ん
だ

叙
景
歌
で
あ
る
。
三
条
中
納
言
は
藤
原
朝あ
さ

成ひ
ら
。
定
方
男
で
為
頼
の
母
方
伯
父
に

あ
た
り
、
延
喜
十
七
年
（
九
一
七
）
に
生
ま
れ
、
天
延
二
年
（
九
七
四
）
に
薨

去
。
官
位
昇
進
に
遅
れ
を
と
っ
た
一
条
摂
政
伊
尹
を
恨
ん
で
憤
死
し
、
代
々

祟
っ
た
と
の
説
話
が
あ
る
。
為
頼
が
摂
津
国
に
下
っ
た
こ
と
は
76
・
77
番
の
詞

書
に
見
え
、
い
ず
れ
も
昔
付
き
合
っ
て
別
れ
た
女
を
思
っ
て
詠
ん
だ
恋
歌
で
あ

る
。

〈
資
料
八
〉『
為
頼
集
』
所
収
歌
の
「
露
」

③
朝
露

一
首

・

萩
に
露
の
か
か
り
て
玉
か
と
見
ゆ
る
を
、
折
に
や
り
て
見
る
に
み

な
消
え
て
な
け
れ
ば

（
為
頼
）

△
61

朝
露
を
日
た
け
て
見
れ
ば
何
も
な
し
萩
の
上
葉
に
も
の
や
問
は
ま
し

④
白
露

二
首

・

も
の
思
へ
る
女
に
替
わ
り
て

（
為
頼
）

△
62

白
露
の
消
ゆ
る
を
見
て
も
う
ら
や
ま
し
萩
の
下
葉
に
宿
や
借
ら
ま
し

・
83
﹁
植
ゑ
置
き
し
﹂
当
該
歌

⑤
露

七
首

・

（
詞
書
な
し
）

（
為
頼
）

4

大
方
の
空
の
露
か
は
君
が
た
め
万よ
ろ
づ
よ代
か
け
て
置
け
る
菊
を
や

・

蔵
人
な
る
唐
物
の
使
に
下
る
、
殿
上
人
の
餞
に
替
は
り
て
、
年
返

り
て
は
冠
か
う
ぶ
り
給
は
る
べ
か
り
け
れ
ば
な
る
べ
し

（
為
頼
）

46

待
ち
居
る
も
よ
の
露
（
常
）
な
れ
や
な
か
な
か
に
年
の
返
ら
ん
こ
と
を

し
ぞ
思
ふ

・

（
詞
書
な
し
）

（
為
頼
）

54

草
枕
し
の
ぶ
る
た
び
に
唐
衣
露
に
た
も
と
ぞ
あ
ら
は
れ
ぬ
べ
き

・

妹
の
老
い
た
る
が
も
と
よ
り
、
年
頃
の
人
亡
く
な
り
た
る
を
問
ひ

た
る
に

（
為
頼
）

66

生
け
ら
じ
と
い
と
ふ
に
死
な
ぬ
老
い
の
身
を
惜
し
む
に
消
ゆ
る
露
ぞ
と

も
が
な
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・

年
頃
あ
ひ
添
ひ
た
る
人
亡
く
な
り
渡
る
こ
ろ
、
中
務
の
宮
の
母
の

女
御
の
御
も
と
よ
り

（
具
平
親
王
母
・
村
上
天
皇
女
御
荘
子
・
為
頼
従
姉
）

67

こ
の
世
に
て
契
り
し
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
蓮
は
ち
す
の
上
の
露
と
結
ば
ん

・

か
へ
し

（
為
頼
）

69

は
か
な
く
て
消
え
に
し
露
を
蓮は
ち
す
は葉
に
君
し
結
ば
ば
疑
ひ
も
な
し

・

後
院
の
歌
合
に
草
む
ら
の
虫
を
尋
ぬ
と
い
ふ
題
を

（
為
頼
）

△
78

お
ぼ
つ
か
な
い
づ
れ
な
る
ら
む
虫
の
音
を
尋
ね
ば
草
の
露
や
乱
れ
む

61
番
歌
は
、
朝
に
見
た
﹁
露
﹂
が
昼
に
は
跡
形
も
な
く
消
え
て
い
た
こ
と
を

そ
の
ま
ま
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
62
番
歌
は
、﹁
白
露
﹂
が
消
え
て
無
く
な
る
こ
と

を
﹁
も
の
思
い
﹂
が
霧
散
す
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
て
﹁
う
ら
や
ま
し
﹂
と
詠
ん

だ
歌
で
あ
る
。
4
番
歌
は
重
陽
の
節
句
で
詠
ん
だ
歌
と
思
わ
れ
、﹁
露
﹂
そ
の
も

の
と
と
も
に
い
つ
ま
で
も
置
く
長
寿
を
祝
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
46
番
歌

は
、
唐
物
使
と
し
て
太
宰
府
に
下
る
嫡
子
伊こ
れ

祐す
け
の
た
め
に
詠
ん
だ
代
作
で
、

伊
祐
は
年
明
け
に
蔵
人
か
ら
巡
爵
す
る
予
定
だ
っ
た
。
た
だ
し
﹁
つ
ゆ
（
露
）﹂

は
﹁
つ
ね
（
常
）﹂
の
誤
写
と
思
し
い
。
54
番
歌
は
、
旅
の
空
で
袖
が
涙
に
濡
れ

る
様
子
を
詠
ん
だ
も
の
。
66
・
67
・
69
番
歌
の
三
首
は
、
為
頼
が
長
年
連
れ

添
っ
た
妻
を
亡
く
し
た
時
に
送
ら
れ
た
哀
傷
歌
で
、
66
番
歌
は
、
消
え
る
命
を

﹁
露
﹂
に
例
え
て
い
る
。
67
番
歌
は
、
具
平
親
王
母
の
荘
子
女
王
か
ら
為
頼
に
贈

ら
れ
た
哀
傷
歌
で
、
そ
の
返
歌
が
69
番
歌
。
と
も
に
極
楽
浄
土
の
蓮
の
上
に
置

く
﹁
露
﹂
を
素
材
と
す
る
。
78
番
歌
は
、
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
八
月
十
五
日

の
三
条
左
大
臣
（
頼
忠
）
前
栽
合
の
歌
で
、
前
栽
で
鳴
く
虫
を
探
し
て
動
く

と
、
草
に
置
い
た
露
が
乱
れ
飛
ぶ
こ
と
を
そ
の
ま
ま
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
﹃
為
頼
集
﹄
で
は
歌
語
の
イ
メ
ー
ジ
を
十
分
活
か
す
ケ
ー
ス

と
、
△
で
示
し
た
よ
う
に
素
材
と
し
て
そ
の
ま
ま
詠
み
込
ん
だ
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

ま
た
﹁
大
方
の
秋
﹂
に
つ
い
て
は
、
先
行
歌
に
次
の
用
例
が
確
認
で
き
る
。

〈
資
料
九
〉
先
行
歌
に
お
け
る
「
大
方
の
秋
」

・﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
四
・
秋
上

（
題
知
ら
ず
）

（
読
み
人
し
ら
ず
）

185

大
方
の
秋
来
る
か
ら
に
我
が
身
こ
そ
か
な
し
き
物
と
思
ひ
知
り
ぬ
れ

・﹃
後
撰
和
歌
集
﹄
巻
七
・
秋
下

相
知
り
て
侍
り
け
る
男
の
、
久
し
う
問
は
ず
侍
り
け
れ
ば
、
長
月
ば

か
り
に
つ
か
は
し
け
る

右
近

423

大
方
の
秋
の
空
だ
に
わ
び
し
き
に
物
思
ひ
そ
ふ
る
君
に
も
あ
る
哉

と
も
に
一
般
的
な
﹁
大
方
の
秋
﹂
と
今
の
自
分
の
﹁
秋
﹂
を
対
比
さ
せ
て
、

際
立
つ
哀
し
さ
や
わ
び
し
さ
を
詠
ん
で
お
り
、
当
該
82
番
歌
と
共
通
す
る
。

﹁
花
薄
﹂
と
﹁
尾
花
﹂
に
つ
い
て
は
、
次
の
用
例
が
確
認
で
き
る
。

〈
資
料
十
〉
先
行
歌
に
お
け
る
「
花
薄
」
と
「
尾
花
」

・﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
四
・
秋
上

（
題
知
ら
ず
）

平
貞
文

242

今
よ
り
は
植
ゑ
て
だ
に
見
じ
花
薄
穂
に
出
づ
る
秋
は
わ
び
し
か
り
け
り

・﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
四
・
秋
上

寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌

在
原
棟
梁

243

秋
の
野
の
草
の
袂
か
花
薄
穂
に
出
で
て
招
く
袖
と
見
ゆ
ら
む

・﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
十
九
・
雑
躰
歌

七
条
の
后
う
せ
給
ひ
に
け
る
後
に
詠
み
け
る

伊
勢

1006

沖
つ
波
荒
れ
の
み
ま
さ
る
宮
の
内
は

年
経
て
住
み
し
伊
勢
の
海
人
も

舟
流
し
た
る
心
地
し
て

寄
ら
む
方
な
く
か
な
し
き
に

涙
の
色
の
紅

は

我
ら
が
中
の
時
雨
に
て

秋
の
紅
葉
と
人
々
は

お
の
が
散
り
散

り
別
れ
な
ば

頼
む
か
げ
な
く
成
り
果
て
て

と
ま
る
も
の
と
は
花
薄
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君
な
き
庭
に
群
れ
た
ち
て

空
を
招
か
ば
初
雁
の

鳴
き
渡
り
つ
つ
よ

そ
に
こ
そ
見
め

・﹃
後
撰
和
歌
集
﹄
巻
六
・
秋
中

人
の
も
と
に
尾
花
の
い
と
高
き
を
遣
は
し
た
り
け
れ
ば
、
返
事
に
忍

ぶ
草
を
加
へ
て

中
宮
の
宣
旨

288

花
薄
穂
に
出
づ
る
事
も
な
き
宿
は
昔
し
の
ぶ
の
草
を
こ
そ
見
れ

返
し

伊
勢

289

宿
も
せ
に
植
ゑ
な
め
つ
つ
ぞ
我
は
見
る
招
く
尾
花
に
人
や
と
ま
る
と

﹃
古
今
和
歌
集
﹄
242
番
歌
は
、
公
任
の
歌
論
書
﹃
和
歌
九
品（6
）﹄
の
下
品
中
に

﹁
こ
と
の
心
む
げ
に
知
ら
ぬ
に
も
あ
ら
ず
﹂
の
例
歌
と
し
て
見
え
る
。
花
薄
を
見

て
実
感
し
た
秋
の
わ
び
し
さ
を
そ
の
ま
ま
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
243
番
歌
は
、

薄
の
穂
が
風
に
靡
く
様
を
女
性
が
袖
を
振
り
手
招
き
す
る
様
に
見
立
て
た
も

の
。
第
1006
番
歌
は
、
主
の
い
な
い
邸
宅
に
植
え
ら
れ
た
花
薄
が
風
に
靡
い
て
人

を
招
く
様
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
当
該
83
番
歌
と
共
通
す
る
発
想
の
歌
で
あ
る
。

﹃
後
撰
和
歌
集
﹄
288
・
289
番
歌
は
、
あ
な
た
を
﹁
招
く
﹂
た
め
に
﹁
尾
花
﹂

（﹁
花
薄
﹂）
を
贈
っ
た
と
い
う
趣
向
の
歌
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
で
考
察
し
た
当
該
唱
和
の
素
材
と
表
現
は
、
先
行
す
る

和
歌
の
発
想
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
、
こ
う
し
た
和
歌
の

表
現
を
技
法
と
し
て
十
分
に
理
解
し
、
活
用
し
た
哀
傷
唱
和
と
言
え
よ
う
。

ま

と

め

桃
園
殿
は
一
条
の
北
、
大
宮
の
西
に
あ
っ
た
代
明
親
王
の
邸
宅
で
、
娘
婿
の

伊
尹
が
伝
領
し
、
天
禄
三
年
（
九
七
二
）
十
一
月
一
日
伊
尹
薨
去
後
に
は
四
男

義
孝
が
伝
領
す
る
が
、
天
延
二
年
（
九
七
四
）
九
月
に
義
孝
没
後
、
嫡
男
行
成

を
産
ん
だ
源
保
光
女
の
父
源
保
光
が
伝
領
し
た
。
の
ち
に
行
成
に
伝
領
さ
れ
て

世
尊
寺
殿
と
呼
ば
れ
る
。

源
保
光
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
二
月
に
薨
去
し
た
。
母
は
藤
原
定
方
女
。

婿
の
義
孝
は
妹
の
恵
子
女
王
が
伊
尹
と
の
間
に
設
け
た
甥
で
あ
る
か
ら
、
保
光

娘
（
行
成
母
）
と
義
孝
は
い
と
こ
同
士
の
夫
婦
で
あ
っ
た
。

藤
原
為
頼
は
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
に
没
し
た
。
母
は
藤
原
定
方
女
で
保
光

と
は
母
同
士
が
姉
妹
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
光
と
為
頼
は
祖
父
藤
原
定
方
に
繋

が
る
母
方
の
従
兄
弟
で
、
伊
尹
は
為
頼
の
従
姉
・
恵
子
女
王
の
配
偶
者
と
い
う

関
係
に
な
る
。
桃
園
殿
を
源
保
光
が
伝
領
し
た
の
は
、
義
孝
没
後
の
九
七
四
年

九
月
以
後
だ
か
ら
、
当
該
唱
和
の
史
実
年
時
は
そ
の
秋
と
思
わ
れ
る
。

為
頼
が
詠
ん
だ
82
番
歌
﹁
大
方
の
秋
と
見
る
だ
に
花
薄
植
ゑ
し
君
ゆ
ゑ
袖
ぞ

露
け
き
﹂
は
、
か
つ
て
花
薄
を
植
え
た
君
（
一
条
大
殿
伊
尹
）
を
偲
ぶ
哀
傷
歌

で
、﹁
大
方
の
秋
﹂
と
い
う
だ
け
で
も
物
寂
し
い
上
、﹁
花
薄
﹂
が
い
っ
そ
う
寂

し
さ
を
か
き
立
て
る
。
そ
の
花
薄
を
植
え
た
君
（
伊
尹
）
は
も
う
い
な
い
。
そ

れ
を
思
う
と
い
っ
そ
う
涙
で
袖
が
濡
れ
る
、
と
詠
ん
で
い
る
。

83
番
歌
﹁
植
ゑ
置
き
し
尾
花
に
か
か
る
白
露
の
消
え
ぬ
先
に
ぞ
ま
づ
招
か
ま

し
﹂
は
、
源
保
光
が
詠
ん
だ
返
歌
で
、
為
頼
歌
の
﹁
花
薄
﹂
を
﹁
植
ゑ
置
き
し

尾
花
﹂
と
受
け
、﹁
袖
ぞ
露
け
き
﹂
を
﹁
白
露
の
消
え
ぬ
先
﹂
と
受
け
て
い
る
。

桃
園
殿
を
伝
領
し
た
保
光
が
、
亡
き
伊
尹
の
植
え
置
い
た
尾
花
に
か
か
る
白
露

を
見
て
感
慨
深
く
な
り
、
風
に
靡
く
尾
花
が
人
を
招
く
よ
う
に
、
こ
の
白
露
が

消
え
ぬ
う
ち
に
招
い
て
欲
し
か
っ
た
、
と
偲
ん
だ
歌
に
仕
立
て
て
い
る
。

か
つ
て
桃
園
殿
の
主
だ
っ
た
伊
尹
が
植
え
た
花
薄
（
尾
花
）
の
風
に
靡
く
様

を
﹁
招
い
て
い
る
﹂
と
見
立
て
、
涙
の
露
で
袖
を
濡
ら
し
な
が
ら
、
露
の
よ
う

に
消
え
ぬ
先
に
私
た
ち
を
招
い
て
ほ
し
か
っ
た
、
と
い
う
亡
き
伊
尹
を
偲
ぶ
気

持
ち
を
、
先
行
す
る
和
歌
の
素
材
を
用
い
て
展
開
さ
せ
て
詠
ん
だ
歌
と
な
る
。
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【
注
】

（
1
）
﹃
為
頼
集
﹄
第
二
五
番
歌
、﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
第
一
二
九
九
番
歌
に
所
収

さ
れ
る
。

（
2
）
﹃
和
歌
文
学
大
辞
典
﹄（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
2
0
1
4
）
の
川
村
裕
子

氏
記
載
に
よ
る
。

（
3
）
小
論
﹁﹃
為
頼
集
﹄
に
お
け
る
具
平
親
王
と
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
―
具
平

親
王
と
公
任
と
為
頼
の
交
流
を
視
点
と
し
て
―
﹂（﹃
安
田
文
芸
論
叢
﹄
第

四
輯
2
0
2
2
・
2
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）
久
下
裕
利
氏
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
成
立
の
真
相
・
序
―
紫
式
部
、
具
平
親
王

家
初
出
仕
説
の
波
紋
﹂（
昭
和
女
子
大
学
﹃
学
苑
﹄
第
九
三
四
号

二
―
一

五
、
2
0
1
8
・
8
月
）
に
よ
る
。

（
5
）
﹃
為
頼
集
﹄
は
、
三
手
文
庫
本
（
申
・
二
一
〇
）
を
底
本
と
す
る
﹃
新
編

国
歌
大
観
﹄
第
三
巻
私
家
集
編
Ⅰ
（
角
川
書
店

1
9
8
5
）
に
よ
る
。

﹃
為
頼
集
﹄
の
伝
本
研
究
は
、
曽
根
誠
一
氏
﹁﹃
為
頼
集
﹄
の
伝
本
﹂（﹃
為

頼
集
全
釈
﹄
所
収
）
及
び
﹁﹃
為
頼
集
﹄
の
伝
本
・
追
考
﹂（﹁
花
園
大
学
文

学
部
研
究
紀
要
﹂
第
五
二
号

2
0
2
0
・
3
月
）
の
学
恩
と
、
筑
紫
平

安
文
学
会
編
﹃
為
頼
集
全
釈
﹄（
私
家
集
全
釈
叢
書
14

風
間
書
房

1
9

9
4
）
の
学
恩
を
忝
く
し
た
。

（
6
）
﹃
和
歌
九
品
﹄
は
久
松
潜
一
氏
、
西
尾
実
氏
校
注
﹃
歌
論
集

能
楽
論

集
﹄（
日
本
古
典
文
学
大
系
65

岩
波
書
店

1
9
6
0
）
に
よ
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
第
21
期
研
究
会
第
6
研
究
科

学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号

20 K
12565

﹁
近
世
か
ら

近
代
に
至
る
日
本
伝
統
文
化
の
分
野
横
断
的
研
究
と
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
教

材
へ
の
活
用
﹂（
研
究
代
表
者
・
福
田
智
子
氏
）
と
同
志
社
大
学
宮
廷
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
共
催
で
開
催
さ
れ
た
﹁
夏
の
研
究
集
会
﹂
第
一
日
（
令
和
五
年

九
月
四
日
・
同
志
社
大
学
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
光
塩
館
校
舎
会
議
室
）
に
お

い
て
、
発
表
題
目
﹁﹃
為
頼
集
﹄
哀
傷
贈
答
歌
に
み
ら
れ
る
﹁
喪
失
﹂
表
現
に

つ
い
て
―
第
八
二
・
八
三
番
歌
の
贈
答
歌
を
視
点
と
し
て
―
﹂
で
の
口
頭
発

表
と
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
こ
と
を
も
と
に
論
文
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

貴
重
な
学
恩
に
深
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
ふ
る
せ

ま
さ
よ
し

安
田
女
子
大
学
教
授
）
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