
Title 後鳥羽院御口伝の執筆時期

Author(s) 田中, 裕

Citation 語文. 1979, 35, p. 14-22

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68649

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



後

鳥

羽

院

御

回

伝

の

執

筆

時

期

後
鳥
羽
院
御
口
伝
を
隠
岐
御
在
島
中
の
作
と
見
る
こ
と
は
通
説
で
あ
る
が
、

そ
の
確
か
な
理
由
を
本
文
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
む
し
ろ
本

文
に
つ
い
て
見
る
か
ぎ
り
、
最
も
印
象
深
い
最
勝
四
天
王
院
名
所
障
子
和
歌
の

一
件
の
記
述
か
ら
さ
う
遠
く
な
い
頃
の
執
筆
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
ふ
思
ひ
に
、

力ヽ 長
颯
動
れ

。 捉
れ
か
に
姜
」
げ
〔
わ
浸
隔
赫

しヽ 書
一
端
け
姜
勧
藤
商
“
期

る（壇
赫
Ч
科

れ
に
も
か
か
は
ら
ず
執
筆
期
を
遠
く
御
在
島
期
に
ま
で
下
げ
よ
う
と
す
る
理
由

は
、
本
文
が
回
想
の
形
式
で
書
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
お
よ
び
群
書
類
従

・
古
語

深
秘
抄
、
近
く
は
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
本
等
の
通
行
の
諸
本
に
見
え
る

「仁
治
元
年
十
二
月
八
日
云
々
」
の
奥
書

（前
二
者
に
は
さ
ら
に

「件
の
教
念

上
人
は
云
々
」
の
追
記
も
あ
る
）
に
基
づ
く
や
う
で
あ
る
。
前
者
は
後
述
に
譲

り
、
は
じ
め
に
奥
書
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
そ
の
趣
旨
は
本
書
が
崩
御
の
翌
年
の

こ
の
月
、
大
原
西
林
院
の
御
堂
で
教
念
上
人
所
持
の
震
筆
の
草
本
か
ら
写
さ
れ

た
こ
と
⌒矩
墜
、
お
よ
び
こ
の
草
本
こ
そ
唯

一
の
伝
本
で
あ
る
霜
跡
赫
隷
敢
群
嫁
絲

漿
聾

と
い
ふ
の
に
と
ど
ま
る
。
従
つ
て
こ
こ
か
ら
御
草
本
が
遺
品
と
し
て
隠
岐

よ
り
将
来
さ
れ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
現
に
右
の
追
記
は
こ
れ

を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
進
ん
で
隠
岐
で
撰
述
さ
れ
た
と
ま
で
推
測
す
る

こ
と
は
武
断
で
あ
る
。
そ
の
上
こ
の
奥
書
を
欠
く
伝
本
の
少
な
く
な
い
こ
と
も

田

中

裕

注
意
さ
れ
る
。
御
草
本
に
は
も
と
よ
り
こ
の
奥
書
は
な
か
つ
た
の
で
、
そ
れ
を

欠
く
諸
本
が

一
概
に
軽
視
さ
れ
て
よ
い
は
ず
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。

一

す
で
に
私
は
奥
書
を
措
き
、
本
文
に
つ
い
て
吟
味
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る

が
、
本
文
の
中
に
も
隠
岐
で
の
御
撰
述
か
と
疑
は
れ
る
文
言
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。　
一
本
に
見
え
る
例
の

「秀
能
法
暁
」
は
そ
れ
で
、
従
つ
て

「秀
能
」
「秀

能
法
師
」
の
い
づ
れ
が
本
文
と
し
て
正
し
い
か
と
い
ふ
問
題
が
生
じ
て
く
る
が
、

本
書
と
し
て
、　
一
般
に
、
本
文
の
正
否
を
き
め
る
適
当
な
基
準
は
な
い
も
の
で

あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
早
く
蓑
手
重
嬰
嬌
が
指
摘
さ
れ
た
「き
」
「け

り
」
の
書
き
分
け
と
そ
の
若
干
の
乱
れ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
書
き
分
け
と
は
、

院
が
直
接
に
経
験
さ
れ
た
事
実
を
記
す
に
つ
い
て
は

「き
」
、　
さ
う
で
な
い
場

合
は

「
け
り
」
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
、
併
せ
て
現
在
形
が
そ
の
双
方
の

場
合
を
通
じ
て
用
ゐ
ら
れ
る
。　
こ
の
書
き
分
け
は
、
「き
」
が
目
堵
回
想
を
、

「け
り
」
が
伝
承
回
想
を
あ
ら
は
し
、
現
在
形
は
直
感

・
直
叙
の
語
形
で
あ
る

と
い
ふ
時
制
の
説
を
首
肯
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
つ
た
。

と
こ
ろ
で
本
書
は
二
部
に
分
か
れ
る
。
第

一
部
は
初
心
者
の
た
め
に
詠
歌
の

作
法
を
説
い
た
至
要
七
箇
条
で
あ
り
、
第
二
は
、
同
じ
く
初
心
の
た
め
に

「歌
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の
姿
」
即
ち
風
体
の
あ
り
や
う
を
院
政
期
以
後
の
諸
歌
仙
の
そ
れ
に
即
し
て
説

い
た
部
分
で
あ
る
。
右
の

「き
」
「
け
り
」
の
書
き
分
け
は
こ
の
両
部
に
ま
た

が
つ
て
見
ら
れ
る
が
、
主
と
し
て
は
後
者
で
、
そ
の
後
者
も
細
説
す
れ
ば
ま
た

二
期
に
分
か
れ
、
「け
り
」
は
と
り
わ
け
第

一
期
に
、
「き
」
は
第
二
期
に
集
中

的
に
あ
ら
は
れ
る
。

第

一
期
と
は
経
信
か
ら
俊
頼
を
経
て
釈
阿

。
西
行
へ
と
つ
づ
く
系
列
を
主
軸

と
し
て
、
そ
れ
に
清
輔
と
俊
恵
と
を
配
し
た
も
の
で
、
こ
の
時
期
に
対
す
る
院

の
歌
壇
史
的
理
解
の
よ
さ
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
こ
に
は
ま
た
次
の
第
二
期

即
ち
新
古
今
期
を
導
く
も
の
と
い
ふ
意
味
あ
ひ
も
看
取
さ
れ
て
、
和
歌
史
的
観

察
の
正
し
さ
も
う
か
が
は
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
第

一
期

の
歌
仙
達
の
作
歌
活
動
に
院
が
直
接
立
ち
会
は
れ
た
は
ず
は
な
い
の
で
、
こ
れ

を
記
述
す
る
に
つ
い
て
は
現
在
形
を
主
と
し
て
、
時
に

「
け
り
」
を
交

へ
て
ゐ

る
の
は
尤
も
で
、
「き
」
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
次
の
五
箇
所
に
か
ぎ
ら
れ

る

（紳
鉢
林
麒
は
辟
秩
）。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

一
つ
は
俊
頼
の
歌
に
ふ
れ
て
、
「故
土
御
門
内
府
亭
に
て
影
供
あ
り
し
時
、

釈
阿
は
、
こ
れ
程
の
歌
た
や
す
く
い
で
き
が
た
し
と
申
し
き
」
と
あ
る
場
合
で

あ
る
。
院
が
し
ば
し
ば
通
親
亭
で
の
影
供
歌
合
に
参
会
さ
れ
、
そ
こ
で
俊
成
と

も

一
座
さ
れ
る
こ
と
が
あ
つ
た
の
は
事
実
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
如
実
の
御
回

想
と
認
め
ら
れ
る
。
他
の
二
箇
所
も
同
じ
く
俊
成
に
関
す
る
も
の
で
、
「釈
阿

は
、
や
さ
し
く
艶
に
、
心
も
深
く
、
あ
は
れ
な
る
と
こ
ろ
も
あ
り
き
」
と
評
さ

れ
た
り
、
俊
恵
の

「竜
田
山
槍
ま
ば
ら
に
」
の
歌
に
対
す
る
俊
成
の
批
評
を
と

り
あ
げ
て
、
「釈
阿
優
の
歌
に
侍
る
と
申
し
き
」
と
記
さ
れ
る
な
ど
、　
い
づ
れ

も
忘
れ
難
い
御
経
験
で
あ
つ
た
ら
う
。
し
か
し
残
り
の
二
例
に
は
問
題
が
あ
る
。

一
つ
は
俊
頼
に
関
し
て
、
「道
を
執
し
た
る
こ
と
も
深
か
り
き
」

と
あ
る
場

合
で
、
文
章
は
そ
の
あ
と

「難
き
結
題
を
人
の
詠
ま
せ
け
る
に
は
、
家
中
の
物

に
そ
の
題
を
詠
ま
せ
て
、
よ
き
風
情
を
の
づ
か
ら
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
才
学
に
て

ょ
く
ひ
き
直
し
て
、
多
く
秀
歌
ど
も
詠
み
た
り
け
り
」
と
つ
づ
く
。
こ
れ
を
俊

頼
の
詠
歌
態
度
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
御
批
評
と
見
る
な
ら
現
在
形
が
ふ
さ
は

し
く
、
時
制
の
語
を
用
ゐ
る
な
ら
後
続
の
文
章
と
同
様
、
こ
こ
も

「深
か
り
け

り
」
と
書
く
べ
き
で
あ
つ
た
ら
う
。
も
う

一
例
は
、
「俊
恵
法
師
、
お
だ
し
き

や
う
に
詠
み
き
、
五
尺
の
あ
や
め
草
に
水
を
い
か
け
た
る
や
う
に
歌
は
詠
む
ベ

し
と
申
し
け
り
」
で
あ
る
。
院
と
俊
恵
と
は
歌
壇
生
活
に
お
い
て
、
つ
ひ
に
交

叉
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
の
で
、
文
末
の

「申
し
け
り
」
は
例
へ
ば
俊
成
あ
た

り
か
ら
の
御
伝
聞
か
と
見
ら
れ
る
適
切
な
記
述
で
あ
る
。
従
つ
て
前
文
に

「
詠

み
き
」
と
あ
る
の
は
疑
間
で
、
も
し
俊
恵
の
風
体
を

一
般
的
に
論
評
す
る
な
ら

現
在
形
で
よ
く
、
時
制
の
語
を
用
ゐ
る
な
ら

「け
り
」
と
す
べ
き
で
あ
つ
た
ら

う
。
早
く
蓑
手
氏
が
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
こ
れ
ら
の
書
き
分
け
の
乱
れ
に
つ
い
て
、

も
し
そ
れ
ら
を
す
べ
て
含
ま
な
い
伝
本
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
ま
づ
善

本
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
第
二
期
に
当
る
の
が
以
上
の
諸
歌
仙
を
承
け
た
新
古
今
期
の
歌
人
達
で
、

式
子
内
親
王
・
良
経

・
慈
円
ら
貴
人
の
一
群
と
、
寂
蓮

。
定
家

。
家
隆

・
雅
経

。
秀
能

・
丹
後
ら
の
歌
人
群
と
に
分
け
ら
れ
る
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
院
が
正
治

以
来
作
歌
活
動
を
と
も
に
さ
れ
た
面
々
で
、
お
し
な
べ
て

「き
」
で
記
述
さ
れ

て
よ
い
場
合
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
本
文
は
時
に
現
在
形
を
交
へ
な
が
ら
基
調

は
あ
く
ま
で

「き
」
で
あ
る
。
「け
り
」
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
良
経
に
関

し
て
、　
コ
」
の
た
び
の
撰
集
の
わ
が
歌
に
は
こ
れ
詮
な
り
と
、　
た
び
ノ
ヽ
自
讃

し
申
さ
れ
け
る
と
聞
き
侍
り
き
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
伝
間
の
事

実
を
回
想
さ
れ
て
ゐ
る
適
切
な
記
述
で
、
総
じ
て
第
二
期
の
そ
れ
に
は
乱
れ
が

な
い
。



二

さ
て
前
記
二
箇
所
の
乱
れ
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
す
べ
て
含
ま
な
い
伝
本
は
管

見
に
入
る
と
こ
ろ
、
次
の
五
本
で
あ
る
。

０
天
理
図
書
館
蔵
竹
柏
園
旧
蔵

一
本
　
＜口＞
書
陵
部
蔵
鷹
司
城
南
館
本
　
内
祐

徳
稲
荷
社
本
　
国
大
阪
市
立
大
学
蔵
森
文
庫
本

⌒臥
錢
紋
獅
靱
婿
）

国
徳
島
県

立
図
書
館
蔵
森
文
庫
本

こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
近
世
の
写
で
あ
る
が
、
内
題
は

「後
鳥
羽
院
御
口
伝
」

と
あ

・
り
館
琳
文
も
全
く
同
系
統
で
、
問
題
の
二
箇
所
は
、
俊
頼
の
場
合
が

「深

か
り
け
り
」、
俊
恵
の
場
合
は

「
お
だ
し
き
様
に
侍
り
」
と
あ
る
。　
こ
の
五
本

を
善
本
と
認
め
、　
ま
づ
前
記

「秀
能
法
師
」

の
問
題
を
検
す
る
と
、
す
べ
て

「法
師
」
を
欠
き
、
隠
岐
撰
述
か
と
疑
は
れ
る

一
理
由
は
失
は
れ
る
。

次
に
注
目
さ
れ
る
事
実
は
、
例
の

「
仁
治
元
年
十
二
月
八
日
云
々
」
の
奥
書

は
も
と
よ
り
、
「件
の
教
念
上
人
は
云
々
」

の
追
記
も
五
本
に
な
い
こ
と
で
あ

る
。
代
り
に
五
本
の
奥
書
を
示
せ
ば
、
前
記
０
日
の
二
本
が
、

０
為
備
家
業
写
留
之
、　
一
校
畢

②
寛
正
六
年
十
月
十
四
日
　
左
近
大
夫
平

と
い
ふ
二
種
の
識
語
を
も
ち
、
内
本
は
０
の
み
、
日
国
の
二
本
は
そ
の
い
づ
れ

を
も
欠
い
て
、
無
奥
書
で
あ
る
。
こ
の
場
合
奥
書
の
な
い
の
が
こ
の
系
統
の
原

形
な
の
か
、
あ
る
い
は
０
や
②
の
識
語
の
脱
落
に
す
ぎ
な
い
の
か
は
な
ほ
考
慮

の
余
地
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も

「仁
治
元
年
十
二
月
八
日
云
々
」
お
よ
び

「件
の
教
念
上
人
は
云
々
」
躍
蛯
往
わ
↓

の
奥
書
を
欠
く
と
こ
ろ
に
、
善
本
の

一
特
色
の
見
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

因
み
に
こ
れ
ら
の
奥
書
を
欠
く
伝
本
は
五
本
の
ほ
か
に
も
な
ほ
少
な
く
な
い

こ
と
を
い
つ
て
お
き
た
い
。
列
挙
す
れ
ば
、
０
神
宮
文
庫
蔵
御
巫
本
⌒納
叫
姫
じ

や
日
尊
経
閣
文
庫
蔵

「後
鳥
羽
院
御
消
息
」
（秒

も
さ
う
で
あ
る
し
、
国
い
ま

か
り
に
第

一
種
異
本
と
よ
ん
で
お
き
た
い
諸
本
も
さ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は

「後

鳥
羽
院
御
消
息
」
と
題
す
る
も
の
の
殆
ん
ど
で
、
そ
の
特
色
は
、
も
と
目
移
に

よ
る
の
で
あ
ら
う
が
、
第

一
部
七
箇
条
の
う
ち
、
第
五
条
の

「
一
、
時
に
難
き

題
を
」
の
次
か
ら
第
七
条
の

「
一
番
よ
り
よ
ろ
し
か
ら
む
と
案
ず
れ
ば
、
を
」

ま
で
の
文
言
を
欠
き
、
代
り
に
巻
末
に
改
め
て
第
五
・
六
・
七
条
の
全
文
を
掲

げ
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は

「慶
長
十
三
年
二
月
十

一
日
云
々
」
と
い

食

銚

纂

灯

鴨

ず

¨
鰊

議

魃

講
翻

輝

暢

蹴
等
肇

さ
て
前
述
に
よ
つ
て
五
本
の
本
文
な
ら
び
に
奥
書
は
、
従
来
隠
岐
撰
述
説
の

根
拠
と
見
な
さ
れ
て
き
た
諸
点
と
か
か
は
り
の
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ

れ
で
は
十
分
に
善
本
か
と
い
へ
ば
さ
う
で
も
な
い
。
相
互
に
補
ひ
あ
へ
る
異
同

は
別
と
し
て
、
共
通
に
有
す
る
誤
脱
を
あ
げ
れ
ば
次
の
七
箇
所
で
あ
る
。

（稚は神は齢麒は酵藤晰淋わ林放耗欺わ頌敷耐）

そ
の
題
を
詠。ま．せ。て。欝
切鬱
―
―
な
し

い
で
き
が
た。き。方。も。縮
し
―
―
な
し

鳴．
立。
つ。
沢。
の。
忘．
れ．
水．
一
副
欲
ｊ

ｌ
ｌ
な
し

詠
み
あ。
つ
め
た
る
　
⌒頁一副聾
‐
‐
な
し

自
讃
歌
に
あ
ら。ざ
る
⌒詳側必
―
―
「り
」

一詠
み
た
り
し
日。
　
（銅し
―
―
「同
」

い
ひ
つ
ぃ
け
た
れ
ば
二
劃軌頁）‐
‐
　
な
し

誤
脱
の
多
く
は
瑣
細
で
あ
る
が
、
注
意
さ
れ
る
の
は
「鳴
立
つ
沢
の
忘
れ
水
」

の
文
言
を
欠
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
慈
円
の

「最
上
の
物
ど
も
」
と
い
は
れ

て
ゐ
る
作
例
八
句

⌒
一哺
Ｑ
稲
矩
ユ

の
う
ち
の
一
つ
で
、　
同
じ
八
句
の
う

ち

の



「
雲
に
あ
ら
そ
ふ
」
の
歌
と
と
も
に
建
暦
二
年
九
月
の
日
吉
百
首
に
見
え
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
全
形
を
示
せ
ば

「山
路
ふ
か
く
う
き
身
の
末
を
た
ど
り

（尋
ね
ィ
）
行
け
ば
雲
に
あ
ら
そ
ふ
峰
の
松
風
」

「夕
ま
ぐ
れ
鳴
立
つ
沢
の
忘
れ

水
思
ひ
い
づ
と
も
袖
ぞ

（は
ィ
）
ぬ
れ
な
む
」
で
あ
る
。
こ
の
「鴫
立
つ
沢
の
忘

「
い
¨
「
「
¨

力ヽ 有
嶼
凌
端
い
は
謙
】
“
崚
↑
菫
一
け

「 除
訳
膨
悠
『
神
に

し 「副
』

の
で
あ
り
、
正
し
い
本
文
を
備
へ
て
ゐ
る
の
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
底
本

で
あ
る
慶
応
大
学
蔵
斯
道
文
庫
本
お
よ
び
同
じ
系
統
の
諸
本

（
五
で
後
述
）
で

あ
る
。
五
本
が
こ
の
一
句
を
欠
い
て
ゐ
る
の
は
も
と
よ
り
誤
脱
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
興
味
深
い
の
は
、
五
本
の
系
統
に
属
す
る
と
見
え
な
が
ら
五
本
が
も
つ
以

上
の
欠
陥
の
す
べ
て
を
免
れ
て
ゐ
る
も
の
に
古
語
深
秘
抄
本
の
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
も
つ
と
も
同
本
の
右
の
箇
所
は
、
「
味
訴
た
つ
さ
は
　
わ
す
れ
水
」

と
あ

り
、
二
句
に
分
け
る
過
ち
を

お
か
し
て
ゐ
る
や
う
に
も
見
え
る
が
、
「朱
点
」

の
あ
り
か
は
一
箇
所
な
の
で
、
結
局

「
さ
は
の
」
の

「
の
」
の
脱
漏
と
解
さ
れ

て
問
題
は
な
い
。
そ
れ
で
は
古
語
深
秘
抄
本
が
最
善
本
か
と
い
へ
ば
、
逆
に
五

本
に
は
な
い
欠
陥
が
二
簡
所
見
え
る
。

一
つ
は
、
第

一
部
第
五
条
の

「季
経
が

一
具

（百
首
ィ
）
に
い
ひ
な
し
て
平
会

（結
ィ
給
ィ
）
す

（
る
勢
頗
い
は
れ
な
し
」
と
あ
る

「
平
会
」
で
、
こ
れ
は
五
本
を

は
じ
め
既
述
の
諸
本
を
勘
合
す
れ
ば
、
校
異
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
う
ち
の

（「
坪
稀
」
累
じ

の
正
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、　
意
味
は
前
に
書
い
た
こ
と
も

あ
る
が

「
嘲
笑
」
に
当
る
か
と
思
ふ
。
瑕
理
の
第
二
は
、
第
二
部
の
う
ち

「俊

頼
が
後
に
は
釈
阿
西
行
俊
恵
な
り
」
と
あ
る
文
言
で
あ
る
。
こ
れ
も
五
本
を
は

じ
め
諸
本
を
勘
合
す
れ
ば
、
「俊
恵
」
の
な
い
の
が
本
来
で
、　
こ
れ
を
加
へ
て

ゐ
る
の
は
他
に
後
述
す
る
第
二
種
異
本
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
う
と
す
れ

ば
古
語
深
秘
抄
本
の
こ
の
箇
所
は
第
二
種
異
本
に
よ
つ
て
濫
り
に
改
訂
し
た
も

の
と
も
思
は
れ
、
ひ
い
て
は
前
記
五
本
の
も
つ
欠
陥
の
す
べ
て
を
免
れ
て
ゐ
た

と
い
ふ
こ
と
も
、
あ
る
い
は
こ
の
種
の
改
訂
の
結
果
で
は
な
い
か
と
疑
は
れ
る
。

も
し
古
語
深
秘
抄
本
が
五
本
の
系
統
の
本
文
を
底
本
と
す
る
校
合
本
文
で
あ
る

と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
そ
の
成
果
に
は
賞
讃
す
べ
き
も
の
が
あ
る

と
い
つ
て
よ
い
が
、
し
か
し

一
概
に
改
訂
の
結
果
と
ば
か
り
も
い
へ
な
い
ふ
し

が
あ
り
、
詳
し
く
は
な
ほ
考

へ
た
い
。

し
か
し
古
語
深
秘
抄
本
に
つ
い
て
明
ら
か
に
問
題
が
あ
る
の
は
そ
の
奥
書
で

あ
る
。
既
述
の
通
り
、
ま
づ
は
じ
め
に
０

「
仁
治
元
年
十
二
月
八
日
云
々
」
の

識
語
が
あ
り
、
次
い
で
②
「件
の
教
念
上
人
は
云
々
」
の
追
記
、
さ
ら
に
０
「貞

和
六
年
二
月
朔
日
、
粟
田
口
寄
宿
坊
書
写
之
、
先
年
以
茶
花
園
上
人
本
書
留
之

処
、
法
勝
寺
六
僧
坊
炎
上
時
令
焼
失
、
例
重
而
写
之
」
の
識
語
が
つ
づ
く
。
そ

し
て
そ
の
後
に
一
行
を
空
け
て
、
０
「寛
正
六
年
十
月
十
四
日
　
左
近
太
夫
平
」

の
識
語
が
く
る
。
つ
ま
り
奥
書
は
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
は

じ
め
の
三
種

一
連
の
奥
書
こ
そ
前
に
第
二
種
異
本
と
名
づ
け
て
お
い
た

「遠
所

御
抄
」
と
号
す
る
系
統
の
諸
本
と
同
様
で
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
写
し
取
つ
た
も

れ
燎
嘲
「
働
れ
ど
轄
に
申
り
議
は
繰
鵡
鵬
¨
『
¨
鵠
［

諸（条
檬
粋
】
罐
崚
［
剛
猜

。

も
つ
と
も
古
語
深
秘
抄
本
の
奥
書
と
第
二
種
異
本
の
そ
れ
と
の
間
に
は
文
言
に

議
け
¨
は
商
［
』
［
訂
辞
〔
継
『
」

「 の
嘲
雌
臓

嗣（見
し

」）れ
¨
諫
〔
杉
〔
い
一
赫
「

あ
る
。
し
か
し
あ
る
い
は
こ
れ
は
疎
漏
で
は
な
く
、
第
二
種
異
本
の
中
で
も
こ

れ
を
欠
く
伝
本
、
例
へ
ば
上
賀
茂
神
社
三
手
文
庫
蔵
本
の
ご
と
き
も
の
に
拠
つ

た
た
め
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
古
語
深
秘
抄
本
の
奥
書
の
後
の
部
分
、
即
ち
側
は
、
五
本
の
う
ち
の
０

同
二
本
に
も
見
え
た
も
の
で
、
こ
れ
は
書
本
に
備
は
つ
て
ゐ
た
の
か
も
し
れ
な



い
。
し
か
し
あ
る
い
は
そ
れ
さ
へ
他
か
ら
写
し
取
つ
た
も
の
で
、
書
本
は
も
と

も
と
無
奥
書
で
あ
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

因
み
に
Ｏ
②
の
奥
書
に
つ
い
て
若
干
付
記
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
０

の
文
言
は
、
古
語
深
秘
抄
本
や
第
二
種
異
本
の
や
う
に
簡
略
な
も
の
と
、
慶
応

大
学
蔵
斯
道
文
庫
本
や
書
陵
部
蔵
橋
本
本
、
さ
ら
に
神
宮
文
庫
蔵
御
巫
本
の
補

入
奥
書
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
そ
の
下
に

「
此
草
本
之
外
他
所
無
之
、
子
細
難
尽

筆
端
、
頗
有
由
来
、
尤
可
珍
敬
之
、
惣
可
停
止
外
見
云
々
」
の
文
言
を
付
加
し

た
も
の
と
が
あ
り
、
古
語
深
秘
抄
本
は
こ
の
付
加
部
分
の
前
半
を
傍
注
と
し
て

加

へ
て
ゐ
る
。
②
の
文
言
は
そ
の
内
容
か
ら
見
て
０
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
前
記
斯
道
文
庫
本
や
橋
本
本
等
に
は
な
い
も
の
で
、
後
に
付
加
さ
れ
た
と

知
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
付
加
さ
れ
た
時
期
を
推
測
さ
せ
る
の
が
御
巫
本
で
、

Ｏ
②

の
間
に

「
弘
長
二
年
二
月
七
日
書
写
之
、　
一
校

（了
〓
一球
法
沙
門
仁
阿
在

判
」、　
お
よ
び

「
同
年
四
月
二
日
書
写
了
　
一ハ
念
」
の
識
語
が
あ
り
、
弘
長
二

年
以
後
の
追
記
と
考
へ
ら
れ
る
。

三

奥
書
の
考
察
を
離
れ
て
再
び
本
文
に
一戻
る
と
、
隠
岐
撰
述
説
を
支
へ
る

一
理

由
と
し
て
、
本
書
が
回
想
の
形
式
で
書
か
れ
て
ゐ
る
問
題
が
あ
つ
た
。
そ
の
詳

細
は

一
に
記
し
た
通
り
で
、
「き
「
け
り
」
の
書
き
分
け
は
分
明
で
あ
り
、
新

古
今
期
の
歌
人
達
は

「き
」
を
基
調
と
し
て
記
述
さ
れ
て
ゐ
た
。
定
家
も
も
と

よ
り
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
が
、
新
し
く
指
摘
し
た
い
の
は
、
定
家
の
場
合
、
別

に
特
殊
な
事
実
の
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

「定
家
は
左
右
な
き
者
な
り
」
で
は
じ
ま
る
定
家
評
は
自
讃
歌
に
関
す
る
二

つ
の
挿
話
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。　
一
つ
は
建
仁
三
年

ａ
喜

の
当
座
歌

会
に
お
け
る

「年
を
経
て
」
の
歌
を
め
ぐ
る

一
件
で
あ
り
、　
一
つ
は
承
元
元
年

び
じ

の
最
勝
四
天
王
院
名
所
障
子
和
歌
の
撰
定
を
め
ぐ
る
一
件
で
、　
い
づ
れ

も
詠
歌
と
鑑
識
と
の
双
方
に
わ
た
つ
て
自
持
す
る
と
こ
ろ
甚
し
か
つ
た
定
家
を

描
き
、
か
つ
論
評
し
て
痛
烈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
前
の
一
件
の
記
述
は
他
の
第

二
期
の
歌
人
並
み
に

「き
」
を
基
調
と
し
、
そ
れ
に
現
在
形
を
交

へ
て
ゐ
る
こ

と
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
後
者
は
一
切

「き
」
を
含
ま
ず
、
終
始
現
在
形
で

押
通
し
て
、
い
は
ば
臨
場
感
あ
ふ
る
る
記
述
と
な
つ
て
ゐ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
区
別
は
何
に
基
づ
く
の
で
あ
ら
う
。
お
そ
ら
く
後
者
、
承
元
元
年
の
一
件

は
、
執
筆
時
か
ら
見
て
な
は
現
在
と
感
じ
ら
れ
る
や
う
な

一
定
期
間
内
の
事
件

で
あ
る
の
に
対
し
、
前
者
は
す
で
に
そ
の
期
限
を
越
え
、
も
は
や
回
想
の
対
象

と
し
て
扱
は
れ
る
ほ
か
な
か
つ
た
た
め
で
は
な
か
ら
う
か
。
さ
う
と
す
れ
ば
い

ま
ま
で
両
者
を

一
括
し
て
第
二
期
と
よ
ん
で
き
た
け
れ
ど
も
、
院
の
時
間
意
識

は
そ
の
中
に
さ
ら
に
二
種
の
時
期
を
識
別
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
な
る
。
即
ち
第

二
期
に
属
す
る
建
仁
三
年
に
対
し
、
承
元
元
年
の
た
め
に
は
新
た
に
第
三
期
を

特
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
を
示
す
も
の
は
ひ
と
り

時
制
の
語
に
よ
る
書
き
分
け
ば
か
り
で
な
く
、
第

一
部
第
五
条
に
見
え
る
次
の

や
う
な
記
述
に
も
、
そ
れ
に
対
応
す
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
や
う
に
思
ふ
。

「近
代
あ
ま
り
さ
か
ひ
に
入
過
て
、
結
題
の
歌
も
題
の
心
い
と
な
け
れ
ど
も
く
る
し

か
ら
ず
と
て
、
こ
ま
か
に
さ
た
す
れ
ば
季
経
が
一
具
に
い
ひ
な
し
て
平
給
す
る
事
、
頗

い
は
れ
な
し
。
寂
蓮
は
お
ほ
き
に
不
受
せ
し
事
な
り
。
無
題
の
歌
と
結
題
の
歌
と
た
ゞ

お
な
じ
様
也
。
詮
も
な
し
と
申
き
。
尤
其
謂
あ
る
事
也
。
寂
蓮
は
殊
に
結
題
を
よ
く
よ

み
し
な
り
。
定
家
は
題
の
沙
汰
い
た
く
せ
ぬ
も
の
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
近
代
初
心
の

も
の
皆
か
く
の
ご
と
し
。
謂
な
き
事
な
り
。
結
題
を
ば
よ
く
ノ
ヽ
思
ひ
入
て
題
の
中
を

詠
ず
れ
ば
こ
そ
興
も
あ
る
に
て
侍
れ
。
近
代
の
様
は
念
な
き
事
也
。
必
時
々
よ
み
な
ら

ふ
べ
き
な
り
。
故
中
御
門
摂
政
は
結
題
こ
と
に
題
を
む
ね
と
す
べ
き
と
こ
そ
申
さ
れ
し

か
。
池
水
（欧
林
に「脚
っ中一
軸
わ
）
半
氷
と
云
題
に
て
、
（歌
省
略
）
と
よ
ま
れ
た
り
し
も

歌
が
ら
は
さ
ま
で
な
け
れ
ど
も
題
の
心
は
い
み
じ
く
お
も
は
へ
て
興
も
あ
る
事
に
て
侍



り
姜こ。
（肛麟
一の朽
じ却納柏
園）

こ
こ
で

「近
代
」
と
よ
ば
れ
て
ゐ
る
の
が
執
筆
時
を
含
む
最
も
新
し
い
時
期
、

し
か
も
定
家
の
影
響
下
に
置
か
れ
た
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
院

は
そ
れ
を
第
二
期
即
ち
新
古
今
期
の
物
故
歌
人
で
あ
る
寂
蓮

。
良
経
の
言
説
を

盾
に
と
つ
て
論
難
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
院
に
と
つ
て
こ
の
両
期
の
関
係

は
殆
ん
ど
敵
対
的
で
あ
り
、
後
者
を
正
統
と
す
れ
ば
前
者
即
ち

「近
代
」
は
異

端
と
し
て
峻
別
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
う
と
す
れ
ば
第

二
部
の
秀
能
評
の
末
に
、
「
し
か
あ
る
を
近
年
定
家
無
下
の
歌
の
よ
し
申
と
き

こ
ゆ
」
と
あ
る

「近
年
」
も
同
様
で
、
す
で
に
第
二
期
に
お
い
て
世
評
の
確
立

し
て
ゐ
る
秀
能
に
対
し
、
そ
の
評
価
を
改
め
よ
う
と
す
る
新
し
い
時
期
の
拾
頭

を
斥
し
た
の
が

「近
年
」
で
あ
つ
た
ら
う
。
お
そ
ら
く
こ
れ
と
逆
の
関
係
に
立

つ
の
が
建
仁
三
年
の
挿
話
を
記
す
に
際
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る

「先
年
」
で
、

総
じ
て
第
二
期
と
執
筆
時
と
の
間
に
横
は
る
覆
ひ
が
た
い
意
識
の
隔
壁
が
、
こ

れ
ら
の
時
間
区
分
の
称
呼
の
う
ち
に
顕
現
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
か
う

し
て

「近
代
」
と
か

「近
年
」
含
近
代
」
の
一
局
部
と
い
つ
て
よ
い
）
と
よ
ば

れ
る
第
二
期
は
、
風
体
の
嗜
好
に
つ
い
て
も
そ
の
傾
向
は
見
え
る
が
、
と
り
た

て
て
は
七
箇
条
を
は
じ
め
自
讃
歌

・
撰
集
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
言
及
で
明
ら

か
に
さ
れ
て
ゐ
る
方
面
、
い
は
ば
詠
歌
の
作
法
に
お
い
て
著
し
く
変
質
し
、
し

か
も
そ
の
指
導
者
と
し
て
定
家
が
屹
立
し
て
ゐ
る
の
を
院
は
認
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
批
判
す
べ
き
権
威
あ
る
い
は
基
準
と
し
て
引
合
ひ
に
出

さ
れ
た
の
が
建
仁
二
年
没
の
寂
蓮
で
あ
り
、
建
永
元
年
没
の
良
経
で
あ
り
い
あ

る
い
は
元
久
元
年
没
の
俊
成
霧
大一り
で
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
執
筆
時
の
院
は
な

ほ
第
二
期
即
ち
新
古
今
期
に
深
く
身
を
寄
せ
て
い
さ
さ
か
も
迷
は
れ
る
と
こ
ろ

が
な
か
つ
た
の
で
あ
り
、
お
の
づ
か
ら
第
三
期
即
ち

「近
代
の
様
」
は
脱
新
古

今
と
し
て
対
置
さ
れ
、
か
つ
排
撃
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

如
上
承
元
元
年
の
一
件
の
時
制
表
記
と

「近
代
」
の
時
期
区
分
に
あ
ら
は
れ

て
ゐ
る
院
の
意
識

・
態
度
と
を
総
括
し
て
、
執
筆
時
を
そ
の
中
に
含
む
第
二
期

の
範
囲
を
規
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
承
元
元
年
と
は
同
時
期
的
に
連
続
し
、
建
仁

―
建
永
期
と
は
一
線
で
画
さ
れ
て
ゐ
る
時
期
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
が
い
ふ
ま

で
も
な
く
建
永
の
次
は
承
元
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
承
元
以
後
と
い
ぶ
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
て
執
筆
の
時
点
は
、
承
元
以
後
の
ど
の
辺
に
求
め
ら

れ
る
の
で
あ
ら
う
。
も
と
よ
り
承
元
元
年
に
で
き
る
か
ぎ
り
近
く
、
と
い
ふ
の

が
私
の
期
待
で
あ
る
が
、　
一
つ
動
か
し
が
た
い
事
実
は
、
本
文
中
に
見
え
る
最

も
新
し
い
日
付
が
既
述
の
日
吉
百
首
の
作
ら
れ
た
建
暦
二
年
九
月
で
あ
る
（こ〓
ぉ

で
、
こ
れ
よ
り
早
い
執
筆
は
考

へ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
上
限
と
す
れ
ば
下
限
は

い
つ
頃
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
日
吉
百
首
が
作
者
慈
円
な
ら
び
に
院

に
と
つ
て
ど
う
い
ふ
意
味
を
も
つ
て
ゐ
た
か
を
顧
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

四

（
一
四
）

す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
第
二
部
の
風
体
評
の
中
で
引
か
れ
て
ゐ
る
諸

歌
仙
の
代
表
歌
の
多
く
は
勅
撰
集
既
収
の
も
の
で
、
例
外
と
な
る
の
が

（話
題

の
名
所
障
子
和
歌
に
お
け
る
定
家
の
一
首
を
別
に
す
れ
ば
）
慈
円
の
三
首
即
ち

右
の
日
吉
百
首
の
二
首
と
建
仁
元
年
の
老
若
五
十
首
歌
合
の
一
首

「木
葉
に
袖

を
く
ら
ぶ
べ
し
」
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
代
表
歌
が
勅
撰
集
か
ら

選
出
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
尤
も
で
あ
る
が
、
慈
円
の
三
首
の
場
合
事
情
は
何
で

あ
ら
う
。
そ
の
う
ち
老
若
五
十
首
歌
合
の
一
首
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
院
と
関

係
の
深
い
歌
合
で
あ
る
上
、

「人
の
口
に
あ
る
歌
」

と
も
い
は
れ
て
ゐ
る
と
こ

ろ
を
見
る
と
、
世
評
を
十
分
に
汲
ん
で
の
採
択
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

日
吉
百
首
の
二
首
が

「最
上
の
物
ど
も
」
と
い
は
れ
る
中
に
あ
る
の
は
、
お
そ

ら
く
院
に
と

っ
て
の

里
取
上
の
物
」
で
あ
り
、
執
筆
時
に
お
け
る
御

一
存
の
鑑



識
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
か
。

日
吉
百
首
は
慈
円
が
第
三
度
天
台
座
主
に
任
じ
て
ゐ
た
時
の
作
で
あ
る
が
、

こ
れ
よ
り
後
れ
て
成
立
し
た
ら
し
い
略
秘
贈
答
和
歌
百
首
と
は
緊
密
な
関
係
に

あ
り
、
一
一十
三
首
を
共
有
す
る
。
後
者
は
為
兼
卿
和
歌
抄
に
よ
れ
ば
、
「後
鳥
羽

院
皆
合
点
あ
り
て
納
ま
れ
り
」
と
伝
へ
る
も
の
で
、
院
に
と
っ
て
格
別
印
象
深

い
作
品
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
後
の
勅
撰
集
に
は
一
首
の
入
集
も
な
く
、
か
へ
つ

て
玉
葉
集
の
六
首
を
は
じ
め
、
続
後
撰
集
以
下
の
そ
れ
に
採
ら
れ
て
著
名
な
の

は
日
吉
百
首
の
方
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
も
院
と
浅
か
ら
ぬ
関
係
に
あ
つ
た
こ

と
は
、
略
秘
贈
答
和
歌
百
首
と
同
様
、
院
を
寿
い
だ
歌
の
あ
る

鑑
飾
林
・拾
祖
諄
Ｊ

こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
、
前
引
二
首
が
本
書
の
中
に
採
択
さ
れ
た
因
縁
も
お
そ
ら

く
そ
の
辺
に
あ
つ
た
と
思
ふ
。
し
か
し
こ
の
二
首
は
そ
の
制
作
時
を
遠
く
離
れ

た
後
年
ま
で
、
慈
円
の
代
表
歌
と
し
て
院
の
変
ら
ぬ
評
価
を
維
持
で
き
る
程
の

も
の
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
。

い
か
に
も
建
保

・
承
久
期
に
至
る
と
慈
円
の
作
歌
活
動
は
衰
退
し
て
ゐ
る
が
、

そ
れ
で
も
後
述
す
る
や
う
な
歌
壇
復
帰
後
の
院
の
活
動
が
頂
点
に
達
す
る
建
保

三
年
に
は
慈
円
の
活
動
も
恢
復
し
、
九
月
の
内
大
臣
家
百
首
に
つ
づ
い
て
、
十

潮
の
“
祀
狩
裁
い
け
に
は

百（例
帥
産
設
に
邁
脚
ぼ
脚
秘
一な
猪
嚇
莉
端
務
商
朴
崚
い

ヽ

前
記
二
首
が
採
択
さ
れ
た
の
は
、
執
筆
時
が
た
ま
た
ま
そ
の
制
作
時
か
ら
さ
う

遠
く
、
建
保
三
年
の
こ
の
頃
ま
で
も
下
ら
な
か
つ
た
た
め
と
見
る
こ
と
が
適
当

の
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
こ
に
は
後
年
の
時
代
不
同
歌
合
に
採
択
さ
れ
た
慈
円

¨
嘲
［
ｒ
詢
靭
議
『
融
嘲
わ
れ
い
れ
が
嗣
動
コ
螂
猟
は
囃
れ
な
観
蹴
元
年
十
月

次
に
は
同
じ
く
建
暦
二
年
九
月
が
、
院
の
歌
壇
活
動
に
と
つ
て
ど
う
い
ふ
意

味
を
も
つ
て
ゐ
た
の
か
を
顧
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
や
う
に

本
書
の
樟
尾
を
飾
る
名
所
障
子
和
歌
の
撰
定
が
進
行
し
て
ゐ
た
承
元
元
年
十
月

の
頃
は
、
新
古
今
集
の
切
継
に
も
慌
し
い
動
き
が
あ
つ
た
。
明
月
記
の

「
御
障

子
歌
皆
被
替
了
、
兼
日
沙
汰
無
性
体
、
如
反
掌
、
万
事
如
此
」
酔
朗
笹
と
か
、

「依
仰
又
切
新
古
今

期
軟
如
　ヽ
以
切
継
為
事
、
於
身
無

一
分
面
目
」
癖
日一２
と

い
ふ
記
事
を
参
照
す
る
と
、
両
者
は
院
に
お
い
て
殆
ん
ど

一
連
の
作
業
で
あ
つ

た
観
が
あ
る
が
、
や
が
て
前
者
は
十

一
月
末
の
堂
供
養
ま
で
に
は
決
着
し
た
は

ず
で
あ
る
し
、
後
者
も
承
元
四
年
九
月
頃
に
は
ほ
ぼ
落
着
し
た
と
見
ら
れ
て
ゐ

る
。
そ
の
間
の
院
の
作
歌
活
動
と
い
へ
ば
、
承
元
二
年
の
後
半
か
ら
急
速
に
衰

へ
、
以
後
は
同
四
年
九
月
の
粟
田
宮
歌
合
が
わ
づ
か
に
注
意
さ
れ
る
程
度
で
、

そ
の
復
興
は
建
暦
二
年
十
二
月
の
二
十
首
御
会

盆
ら

を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
遡
つ
て
建
暦
元
年
は
順
徳
院
の
治
世
の
初
頭
で
、
天
皇
を
中
心
と
す
る

歌
壇
活
動
も
開
始
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
慈
円

。
定
家

。
雅
経
等
仙
洞
歌
壇
に
属
し

て
ゐ
た
歌
人
達
の
参
加
が
見
ら
れ
る
の
は
建
暦
二
年
五
月
の
内
裏
詩
歌
合
あ
た

り
か
ら
で
、
翌
三
年
間
九
月
の
内
裏
歌
合
で
は
定
家
の
加
判
も
あ
つ
た
。
か
う

れ
は
知
罐
剛
鞭
脚
純
測
い
獅
櫛
脚
嘴
０
当
「
『
御
囃
¨
薙
脚
羮
け
」
い
れ

。 た
華

年
頃
が
峠
で
あ
る
。
即
ち
同
二
年
八
月
の
秋
十
首
撰
歌
合
、
同
三
年
六
月
の
四

十
五
番
歌
合

轟
書
）ヽ
　
さ
ら
に
同
年
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
賜
題
さ
れ
、
同

四
年
二
月
頃
に
は
出
揃
つ
た
と
見
ら
れ
る
仙
洞
百
首
議
訴
り
は
そ
の
主
要
な
成

果
で
あ
つ
た
。

さ
う
と
す
れ
ば
前
記
日
吉
百
首
の
作
ら
れ
た
建
暦
二
年
九
月
は
、
ち
よ
う
ど

院
が
歌
壇
に
復
帰
さ
れ
た
そ
の
時
期
に
当
つ
て
ゐ
る
。
承
元
二
年
の
後
半
か
ら

数

へ
て
四
年
の
空
白
は
歌
人
後
鳥
羽
院
に
と
つ
て
の
負
ひ
目
に
は
ち
が
ひ
な
い

が
、
し
か
し
そ
れ
が
ま
さ
に
空
自
で
、
そ
の
間
に
院
の
詠
歌
な
ら
び
に
鑑
識
の

態
度

・
方
法
を
格
別
変

へ
る
に
足
る
ほ
ど
の
事
情
が
な
か
つ
た
た
め
に
、　
一
旦



復
帰
さ
れ
る
や
易
々
と
四
年
の
空
白
を
飛
び
越
え
て
承
元
二
年
の
そ
れ
に
連
続

す
る
こ
と
が
で
き
た
、
否
直
結
す
る
ほ
か
は
な
か
つ
た
と
い
ふ
の
が
実
情
で
は

な
か
つ
た
か
。
こ
の
時
承
元
元
年
の
名
所
障
子
和
歌
の
一
件
が
、
あ
た
か
も
昨

日
の
鮮
や
か
さ
で
蘇
つ
て
き
た
と
し
て
も
無
理
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
院
は

そ
の
態
度

。
方
法
に
お
い
て
四
年
前
と
変
ら
な
い
が
、
さ
す
が
に
復
帰
の
気
負

ひ
は
あ
り
、
新
し
い
情
熱
も
点
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
い
ふ
御
目
に
映
つ
た
の

が
す
で
に
権
威
的
な
定
家
の
存
在
と
そ
の
追
随
者
達
で
あ
り
、
さ
ら
に
か
れ
ら

嘲̈』̈
舞晰位い謝猛軸朔」^
赫に展詢あつけ】っいｍｍ輸剛̈
埓峰

矯
正
の
熱
意
に
転
じ
る
、
そ
こ
に
本
書
の
執
筆
理
由
も
あ
つ
た
と
思
ふ
。

初
心
の
た
め
に
風
体
の
種
々
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
第
二
部
歌
仙
評

の
記
述
の
中
で
、
定
家
の
そ
れ
が
そ
の
特
設
さ
れ
た
場
所
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

何
よ
り
も
作
法
説
γ
畝
ヽ
で
風
体
か
ら
性
癖
に
ま
で
わ
た
る
論
評
の
詳
し
さ
、

厳
し
さ
に
お
い
て
異
常
の
観
が
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
作
法
の
乱
れ
を
救
抜
す

る
た
め
に
は
そ
の
元
兇
で
あ
る
定
家
の
所
説
の
忌
憚
の
な
い
批
判
が
不
可
避
で

あ
る
こ
と
、
風
体
に
関
し
て
は
定
家
の
そ
れ
が
、
た
と
へ
「生
得
の
歌
人
」
と

よ
ぶ
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
に
し
て
も
、
初
心
の
手
本
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
歌
壇
の
今
日
的
課
題
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
た

め
で
あ
つ
た
。五

す
で
に
私
は
善
本
と
し
て
五
本
を
選
び
、
「仁
治
元
年
十
二
月
八
日
云
々
」

の
奥
書
の
あ
る
種
類
の
本
を
と
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
中
で
も
例
へ
ば
斯
道

文
庫
本
は
に
で
表
示
し
た
通
り
、
五
本
が
共
通
に
も
つ
欠
陥
の
す
べ
て
を
免
れ

て
ゐ
て
注
目
さ
れ
る
。
斯
道
文
庫
本
の
系
統
に
は
そ
の
転
写
と
見
ら
れ
る
島
原

公
民
館
蔵
松
平
文
庫
本
の
ほ
か
、
京
都
大
学
蔵
平
松
家
本

「遠
島
御
書
」
の
や

う
に
、
前
者
の
も
つ

「
弘
安
十
年
七
月
八
日
云
々
」
以
下
の
奥
書
が
な
く
、
そ

れ
以
前
に
写
さ
れ
た
本
の
転
写
縁
乳
↓
か
と
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
最
も

善
本
と
思
は
れ
る
の
は
、　
や
は
り
若
干
の
誤
脱
は
免
れ
な
い
が
、　
彰
考
館
蔵

「後
鳥
羽
院
口
伝
」
で
あ
る
。
そ
の
特
色
の
一
つ
は
、
斯
道
文
庫
本
や
松
平
文

庫
本
に

「吉
水
前
大
僧
正
」
「秀
能
法
師
」
と
あ
る
、
そ
の

「前
」
「法
師
」
の

文
字
が
な
く
、
五
本
の
記
載
と

一
致
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

一
つ
は
松
平
文

獅
本
露
朧
蚊
鉾
淋
猟
和
馳
Ｊ

に
一
行
で
書
か
れ
て
い
る

「姉
小
路
三
位
季
経
が

一

句
に
い
ひ
な
し
て
」
の
う
ち

「姉
小
路
三
位
」
の
文
言
が
、
「季
経
」

の
注
記

と
し
て
右
傍
に
小
書
に
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
が
こ
の

系
統
の
本
文
の
原
形
で
あ
つ
た
ら
う
。
そ
の
他
斯
道
文
庫
本
や
松
平
文
庫
本
で

は
巻
末
に
見
え
る

「秘
蔵
々
々
尤
不
可
有
披
露
云
」
の
文
言
が
巻
頭
に
書
き
付

け
」
「
家
れ
臓
林
に
構
呻
幸
肇
」
麻
律
は
い
裁
競
寮
動
澤
Ｃ
は
級
餞
』
は

奥 っ
詢

が
省
略
さ
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
本
来
な
か
つ
た
の
か
は
な
ほ
速
断
で
き
な
い
と

こ
ろ
が
あ
る
。
最
後
に
彰
考
館
本
と
松
平
文
庫
本

（瑚
硝
緻
称
嚇
ご

と
が
共
通
に

も
つ
本
文
の
特
色
と
し
て
、
第
二
部
第

一
期
の
歌
人
を
よ
ぶ
に
つ
い
て
は

「
ち

か
き
上
手
」、　
第
二
期
の
そ
れ
に
対
し
て
は

「
ち
か
き
世
」
と
書
き
、　
両
者
区

別
し
て
ゐ
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
五
本
が

一
様
に

「近
き
世
」
と
よ
ん

で
ゐ
る
の
に
比
べ
て
優
れ
て
ゐ
る
が
、
た
だ

「
ち
か
き
上
手
」
と
い
ふ
文
言
に

は
熟
し
な
い
感
じ
が
あ
り
、
疑
間
が
残
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（本
学
教
授
）

注一　
細
谷
直
樹
民

「中
世
歌
論
の
研
究
」
三
一
〇
頁
、
藤
平
春
男
氏

「新
古
今
歌
風
の

形
成
」
一
〇
七
頁
、
樋
口
芳
麻
呂
氏

「後
鳥
羽
院
御
口
伝
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
」

（愛
知
教
育
大
学
国
語
国
文
学
報
第
二
五
集
、
昭
四
人
・
三
）。



一
一　
秀
能
法
師
は
秀
能
入
道
と
同
義
で
、
称
呼
と
し
て
は
疑
義
が
な
い
。
例
へ
ば
吾
妻

鏡
建
暦
二
年
二
月
二
十
八
日
条
、
承
久
三
年
八
月
三
日
、
同
九
日
条
。
百
錬
抄
延
応

元
年
五
月
十
六
日
条
等
、
同
様
の
用
法
は
珍
し
く
な
い
。

〓
一　
後
鳥
羽
院
御
口
伝
成
立
年
代
考

（文
学
、
昭
一
九
・
四
）。

四
　
群
書
類
従
本
、
尊
経
閣
文
庫
本
に
も

「け
り
」
と
あ
る
。

五
　
彰
考
館
蔵

一
本
、
静
嘉
堂
文
庫
本
、
書
陵
部
蔵
先
代
便
覧
十
四
所
収
本
、
同
蔵
待

需
抄
七
所
収
本
、
多
和
文
庫
本
。

ュハ
　
大
阪
市
立
大
学
蔵
森
文
庫
天
保
六
年
写
本
は
そ
の
転
写
で
あ
る
。

七
　
第

一
種
異
本
で
は
一
句
を
一
首
の
形
に
書
き
改
め
て
ゐ
る
が
、
そ
の
際
こ
の
句
を

西
行
の

「鴫
立
つ
沢
」
の
歌
に
誤
つ
て
ゐ
る
。

八
　
島
原
公
民
館
蔵
松
平
文
庫
本
、
神
宮
文
庫
蔵
御
巫
本
、
尊
経
閣
文
庫
本
、
第

一
種

異
本
。

九
　
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
月
報
３４
（昭
五
二
・
五
）。
古
今
著
聞
集
巻
十
六
、
五
七
二

話

（日
本
音
典
文
学
大
系
本
）
を
用
例
と
し
て
あ
げ
た
が
、
他
に
御
示
教
を
え
た
い
。

一
〇
　
国
立
国
会
図
書
館
蔵
和
歌
口
伝
雑
抄
所
収
本
、
天
理
図
書
館
蔵
吉
田
文
庫
飛
鳥

井
秘
伝
集
所
収
本
、
北
海
学
園
大
学
蔵
北
駕
文
庫
和
歌
秘
伝
大
概
所
収
本
、
多
和
文

庫

一
本
。

一
一　
周
嗣
の
こ
と
は
井
上
宗
雄
氏

「中
世
歌
壇
史
の
研
究
　
南
北
朝
期
」
四
三
三
頁

以
下
。
ま
た
本
稿
の
素
案
を
昨
年
七
月
和
歌
文
学
会
関
西
例
会
で
発
表
し
た
際
に
も

御
示
教
に
あ
づ
か
つ
た
。

一
一一　
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
蔵
黒
川
文
庫
本
も
同
様
の
奥
書
を
も
つ
が
、

コ
ハ
念
」
の
そ
れ
を
欠
く
。

一
〓
一

「家
隆
卿
若
か
り
し
折
は
云
々
」
と
あ
る
本
文
に
よ
れ
ば
建
保
四
年
正
月
が
上

限
に
な
る
が
、
五
本
な
ら
び
に
尊
経
閣
文
庫
本
に
は

「卿
」
が
な
い
。

一
四
　
樋
口
芳
麻
呂
氏
前
掲
論
文
。

一
五
　
両
百
首
に
つ
い
て
は
久
保
田
淳
氏

「藤
原
家
隆
集
と
そ
の
研
究
」
四
九
三
頁
以

下
。

ニ
ハ　
樋
口
芳
麻
呂
氏

「時
代
不
同
歌
合
孜
」
（国
語
と
国
文
学
、
昭
三
〇

・
八
）。

一
七
　
久
保
田
淳
氏
前
掲
書
四
人
六
頁
以
下
。

一
人
　
建
永
頃
か
ら
変
質
し
て
い
つ
た
建
保
期
歌
壇
の
状
況
に
つ
い
て
は
藤
平
春
男
氏

前
掲
書

一
〇
六
頁
。

一
九
　
「異
常
」
に
つ
い
て
は
拙
稿

「後
鳥
羽
院
御
口
伝
に
つ
い
て
」

（国
語
と
国
文

学
、
昭
五
二
・
一
）。

二
〇
　
合
本
と
い
ふ
形
態
の
ほ
か
本
文
も
彰
考
館
本
に
近
い
の
が
、
寛
文
四
年
板
和
歌

手
習
所
収
本
で
あ
る
。

（付
記
）

文
中
に
記
載
申
し
あ
げ
た
諸
大
学
、
図
書
館
、
文
庫
の
ほ
か
、
国
文
学
資
料

館
、
増
田
繁
夫
氏
、
長
谷
完
治
氏
、
大
橋
正
叔
氏
に
は
資
料
の
閲
覧
、
調
査
に
つ
い
て

御
高
配
に
あ
づ
か
つ
た
。
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
た
い
。


