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『摘
題
和
歌
集
』
の
編
者
考

―
―
細
川
高
国
の
可
能
性
―
―

一
　
は
じ
め
に

中
世
類
題
集
の
な
か
で

『摘
題
和
歌
集
』
（以
下

『摘
題
集
」
と
略
称
す

る
）
が
通
例
の
類
題
集
と
は

一
脈
異
な
っ
た
、　
ユ
ニ
ー
ク
な
類
題
集
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿

「
『摘
題
和
歌
集
』
の
成
立

（上

。
下
ご

「
中
世
文
学
研
究
』
第

一
二
号

。
第

一
三
号
、
昭
和
６‐
．
８
、
同
６３
・
８
）

で
言
及
し
、
そ
の
本
文
も

『摘
題
和
歌
集
（上
・
下
ご

（古
典
文
庫
第
五
二
八

・
五
二
九
冊
、
平
成
２
●
Ｈ
、
同
３
●
１
）
に
翻
刻
し
て
提
供
し
た
が
、
編

者
に
つ
い
て
は
、
『耕
雲
口
伝
』
の
巻
末
で
、
後
人
が
耕
雲
に
ふ
れ
て

「撰

摘
題
和
歌
集
」
な
る
注
記
を
付
し
た
り
、
福
井
久
蔵
氏
が

『大
日
本
歌
書
綜

覧
上
巻
』
（復
刻
版
昭
和
４９
・
５
、
国
書
刊
行
会
）
で

「今
出
川
の
旧
蔵
た
り

し
こ
と
見
ゆ
。
さ
れ
ば
晴
季
卿
な
ど
の
撰
に
あ
ら
ざ
る
か
」
と
憶
測
し
て
い

る
け
れ
ど
も
、
両
説
の
当
た
ら
な
い
こ
と
は
、
井
上
宗
雄
氏
が

「中
世
歌
壇

史
の
研
究
南
北
朝
期
』
（改
訂
新
版
昭
和
６２
・
５
、
明
治
書
院
）
で
、
述
べ
ら

れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
筆
者
も

「成
立
時
期
が
宝
徳
二
年
か
ら
明
応
年

間
ご
ろ
で
、
編
纂
目
的
の
難
題
に
よ
る
題
詠
歌
の
実
例
を
提
示
す
る
こ
と
の

で
き
る
程
度
の
専
門
歌
人
を
憶
測
す
る
な
ら
ば
、
後
土
御
門
天
皇
を
頂
点
と

本す

晃

功

し
て
文
明
年
間
以
降
大
い
に
活
躍
し
た
、
歌
道
師
範
家
で
は
飛
鳥
井
雅
親

・

冷
泉
為
広
、
公
家
歌
人
で
は

一
条
兼
良

。
甘
露
寺
親
長

。
三
条
西
実
隆

。
姉

小
路
基
綱

・
山
科
言
国
な
ど
の
人
物
が
候
補
に
の
ぼ
ろ
う
が
、
今
の
段
階
で

は
具
体
的
な
人
物
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
」

と
言
明
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
次
第
で
、
「摘
題
集
』
の
編
者
に
つ
い
て
は
、
未
解
決
の
ま

ま
進
展
が
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
筆
者
は
近
時
、
ゆ
く
り
な
く
も
後
徳
大
寺

実
定
の
家
集

『林
下
集
』
の
注
釈
書
で
あ
る
、
仲
田
顕
忠
の

「林
下
集
標
注
』

の
序
文
の
な
か
に
、
『摘
題
集
』
の
編
者
と
し
て
管
領
細
川
政
元
の
養
子
、

細
川
高
国
の
名
を
指
摘
し
て
い
る
記
事
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
仲
田

顕
忠
の

『摘
題
集
』
の
編
者
を
細
川
高
国
と
し
て
い
る
記
事
は
、
ま
っ
た
く

疑
う
余
地
の
な
い
自
明
の
こ
と
と
し
て
の
記
述
の
仕
方
で
あ
る
の
で
、
そ
の

ま
ま
無
批
判
に
承
認
し
て
も
支
障
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し

て
も
、
「摘
題
集
』
の
編
者
を
細
川
高
国
と
す
る
記
述
が

『林
下
集
標
注
』

以
外
に
は
管
見
に
入
ら
な
い
点
は
、　
い
さ
さ
か
不
可
解
と
も
判
断
せ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。

以
下
は
、
し
た
が
っ
て
、
『摘
題
集
』
の
編
者
が
は
た
し
て
細
川
高
国
で



あ
る
の
か
、
否
か
の
問
題
を
中
心
に
し
て
考
察
し
た
拙
い
作
業
報
告
で
あ
る

が
、
大
方
の
ご
叱
正
を
得
た
い
と
思
う
。

二

『林
下
集
標
注
』
の
序
文
の
検
討

さ
て
、
後
徳
大
寺
実
定
の
家
集

『林
下
集
』
の
注
釈
書

『林
下
集
標
注
』

に
つ
い
て
は
、
仲
田
顕
忠
が
実
定
の
詠
に
出
典
注
記
や
冠
注
を
付
し
た
部
分

と
、
勅
撰
集

。
私
撰
集
そ
の
他
の
諸
歌
集
か
ら
実
定
の
詠
歌
百
十
首
を

「拾

遺
」
し
た
部
分
と
か
ら
成
り
、
刊
記
の

「仲
田
藤
右
衛
門
校
／
川
目
泰
助
板
／

弘
化
二
乙
巳
年
五
月
／
江
戸
書
林
／
日
本
橋
十
軒
店
／
播
磨
屋
勝
五
郎
発
行
」

か
ら
、
弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
五
月
の
刊
行
と
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
巻
頭

に
置
か
れ
た
顕
忠
自
身
に
よ

っ
て
、
天
保
十

一
年

（
一
八
四
〇
）
十
二
月
二

十
二
日
に
記
さ
れ
た
序
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

い
に
し
へ
の
よ

ヽ
の
集
ど
も
を
よ
ま
む
に
は
、
ま
づ
ふ
た
つ
の
心
え
な

む
有
べ
き
。
さ
る
は
、
く
は
し
く
え
り
と

ヽ
の
へ
た
る
集
は
、
そ
の
さ

ま
う
る
は
し
き
に
過
て
、
中
／
ヽ
に
を
か
し
き
ふ
し
は
お
く
れ
た
る
を
、

家
々
の
集
と
し
い
へ
ば
、
お
の
が
し

ヽ
え
ら
び
お
け
る
も
有
べ
く
、
た
ゞ

何
と
な
く
書
つ
め
お
け
る
が
つ
た
は
れ
る
も
有
て
、
め
づ
ら
か
な
る
こ

と
ば
、
耳
な
れ
ぬ
て
に
を
は
な
ど
も
あ
れ
ど
、
か
へ
り
て
そ
の
よ

ゝ
の

さ
ま
を
し
ら
む
た
よ
り
す
く
な
か
ら
ず
。
た
と
へ
ば
、
撰
集
は
う
る
は

し
く
そ
う
ぞ
き
た
る
人
の
ご
と
く
、
家
集
は
じ
ど
け
な
く
打
と
け
た
る

人
の
さ
ま
し
た
り
。
さ
れ
ば
、
歌
の
さ
ま
を
し
ら
む
に
は
、
撰
集
に
よ

る
べ
く
、
詞
を
広
く
み
む
に
は
、
家
集
に
な
む
し
く
も
の
な
き
。
お
の

れ
は
や
く
よ
り
号
の
ふ
み
ら
よ
む
こ
と
を
こ
の
み
て
、
こ
―
ら
の
集
ど

も
と
り
つ
ど
へ
う
つ
し
も
の
せ
る
に
、
過
し
比
ゆ
ゑ
あ
り
て
、
後
の
徳

大
寺
の
お
と
ゞ
の
集
ふ
た
巻
を
え
た
り
。
林
の
も
と
の
集
と
な
む
い
ふ
。

こ
の
お
と
ゞ
は
、
し
も
中
比
の
歌
よ
み
の
な
か
に
も
、
こ
と
に
ぬ
け
い

で
た
る
よ
み
口
に
な
む
お
は
じ
け
る
。
さ
る
は
、
み
心
も
ち
ひ
の
い
う

な
る
と
、
は
た
そ
の
み
な
の
よ
に
し
ら
れ
給

へ
る
よ
し
は
、
平
家
物
語
、

古
今
著
聞
集
、
そ
の
外
の
ふ
も
ど
も
に
あ
ま
た
み
え
て
、
誰
も
し
れ
る

こ
と
な
れ
ば
、
さ
ら
に
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
ぞ
。
か
く
こ
の
集
の
も
の

に
み
え
た
る
は
、
細
川
高
国
ぬ
し
の
摘
題
集
、
蓮
昭
法
師
が
夫
木
抄
な

ど
に
ひ
け
る
に
て
、
は
や
く
よ
に
も
て
あ

つ
か
へ
る
こ
と
し
り
ぬ
べ
し
。

い
で
や
、
か

ヽ
る
こ
と
の
は
も
か
く
し
つ
ヽ
年
経
な
ば
、
つ
ひ
に
ち
り

ほ
ひ
う
せ
ゆ
き
な
む
こ
と
の
な
げ
か
は
し
く
、
は
た
こ
の
お
と
ゞ
の
み

た
め
さ
へ
い
と
ほ
し
き
わ
ざ
に
し
あ
れ
ば
、
と
し
比
よ
に
ひ
ろ
く
せ
ま

ほ
し
か
り
し
を
、
何
く
れ
と
さ
は
ら
ふ
こ
と
の
み
お
ほ
く
て
、
心
も
ゆ

か
ざ
り
し
に
、　
一
日
、
川
目
可
大
き
た
り
て
、
い
で
た
ま

へ
、
こ
の
ふ

み
い
た
に
ゑ
ら
せ
て
む
と
て
、
こ
ふ
ま

ヽ
に
い
と
よ
ろ
こ
ば
し
く
て
、

い
さ

ゝ
か
は
し
が
き
め
く
も
の
く
は
へ
た
る
に
な
む
。
か
く
い
ふ
も
の

は
、
鳥
が
鳴
東
の
ひ
え
さ
か
も
と
に
近
き
入
谷
の
田
庄
に
い
ほ
じ
め
た

る
蓬
生
の
あ
る
じ
、
仲
田
顕
忠
。
時
は
天
保
十
あ
ま
り

一
と
せ
、
し
は

す
の
す
ゑ
の
三
日
。
笛
が
う
ち
の
雪
も
友
ま
ち
が
ほ
な
る
夕
、
軒
端
の

梅
の
や

ヽ
け
し
き
だ
つ
窓
の
も
と
に
し
る
せ
り
。

煩
を
厭
わ
ず
全
文
を
引
用
し
た
が
、
こ
の

『林
下
集
標
注
』
な
る
書
物
の

成
る
経
緯
に
触
れ
た
、
顕
忠
の
序
文
の
傍
線
を
付
し
た

「細
川
高
国
ぬ
し
の

摘
題
集
」
の
記
述
が
、
「摘
題
集
』
の
編
者
を
、
顕
忠
が
細
川
高
国
と
し
て

い
る
問
題
の
箇
所
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
箇
所
に
続
く

「蓮
昭
法

師
が
夫
木
抄
」
の
記
事
は
、
蓮
昭
が

『夫
木
抄
』
の
編
者

・
藤
原
長
清
の
法

名
で
あ
る
の
で
、
疑
義
の
余
地
は
ま

っ
た
く
な
い
、
正
確
な
記
述
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
「
細
川
高
国
ぬ
し
の
摘
題
集
」
の
記
事
も
同
様
に
、
正
確
な



記
述
と
見
な
し
得
る
可
能
性
は
大
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
も

う
少
し
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
序
文
の
な
か
の

「か
く
こ
の
集
の
も
の
に
み
え
た
る
は
、

細
川
高
国
ぬ
し
の
摘
題
集
、
蓮
昭
法
師
の
夫
木
抄
な
ど
に
ひ
け
る
に
て
、
は

や
く
よ
に
も
て
あ
つ
か
へ
る
こ
と
し
り
ぬ
べ
し
」
と
い
う
記
事
は
、
後
徳
大

寺
実
定
の
詠
が

『摘
題
集
』
や

「夫
木
抄
』
な
ど
の
類
題
集
や
私
撰
集
に
採

録
さ
れ
て
、
人
口
に
檜
灸
し
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
実
、

『林
下
集
標
注
』
の
実
定
の
詠
に
は
、
「摘

（題
ご

「夫
」
な
ど
の
肩
注
が
付

せ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

『林
下
集
標
注
』
の
序
文
の
記
事

内
容
が
は
た
し
て
事
実
で
あ
る
の
か
、
否
か
の
検
討
を
進
め
て
み
る
こ
と
は
、

当
面
の
課
題
を
明
ら
め
る
う
え
で
、
多
少
の
示
唆
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
じ

て
い
よ
う
。
そ
こ
で
、
「摘
題
集
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
後
徳
大
寺
実
定
の

詠
歌
を
掲
げ
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
『摘
題
集
』
の
本

文
は
、
前
掲
の
拙
編
者
に
翻
刻
し
た
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
に
よ
っ
た
。

０
か
ざ
り
あ
り
て
根
に
か
へ
る
と
も
梅
の
は
な
　
匂
ひ
を
枝
に
と
ゞ
め
ま

し
か
は
　
　
　
（春
部

・
残
梅
を
翫

ｏ
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
一
五
三
）

０
桜
ば
な
咲
べ
き
ほ
ど
に
な
り
ぬ
れ
ば
　
人
の
本
ず
ゑ
も
め
か
れ
や
は
す

る
　
　
　
　
　
　
　
（同

・
待
隣
花

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
三
七

一
）

０
お
も
ひ
ね
の
ゆ
め
に
見
え
け
り
葛
城
や
　
た
か
ま
の
山
の
は
な
の
さ
か

り
は
　
　
　
　
　
　
　
　
（同

・
遠
思
山
花

。
後
徳
大
寺

。
三
四
〇
）

０
帰
る
さ
を
い
か
に
せ
よ
と
て
や
ま
ざ
く
ら
　
ふ
ま
ヽ
く
お
し
き
雪
と
ふ

る
ら
ん
　
　
　
　
　
　
（同

・
落
花

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
四
五
四
）

Ｑ
夕
日
さ
す
か
た
山
か
げ
の
を
そ
ざ
く
ら
　
春
に
し
ら
れ
ぬ
雪
か
と
ぞ
み

る
　
　
　
　
　
　
（同

・
夕
尋
残
花

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
四
八
三
）

０
お
し
み
か
ね
あ
か
で
別
し
あ
か
つ
き
や
　
く
れ
ぬ
る
春
の
た
ぐ
ひ
な
る

‰
協力
為
占
錆
浴
粋
」縣
媒
縁
智
獄
機

け
り
　
　
　
　
（夏
部

。
月
前
卯
花

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
六
〇
七
）

０
を
ざ
ヽ
吹
し
づ
の
ま
ろ
屋
の
か
り
の
戸
を
　
明
が
た
に
鳴
ほ
と
ゝ
ぎ
す

か
な

（同

・
山
家
暁
郭
公

。
新
古
今

・
後
徳
大
寺
左
大
臣

・
六
八
二
）

０
さ
の
み
や
は
た
ヽ
く
水
鶏
と
お
も
ふ
べ
き
　

」ヽよ
ひ
は
柴
の
戸
を
や
あ

け
ま
し
　
　
　
　
（同

・
連
夜
水
鶏

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

・
七
七
五
）

⑩
よ
ひ
の
雨
に
し
ほ
れ
に
け
り
な
な
で
し
こ
の
　
花
の
ぬ
れ
が
ほ
誰
に
み

せ
ま
し
　
　
（同

。
〈雨
後
糧
麦
〉

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

・
八
〇
五
）

０
夏
草
の
茂
み
が
し
た
に
や
ど
か
り
て
　
す
だ
く
は
た
る
の
か
く
れ
な
き

か
な
　
　
　
　
　
（同

・
蛍
照
草
中

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

・
八
六
六
）

０
を
ち
か
た
の
宿
に
ふ
す
ぶ
る
か
や
り
火
は
　
た
ゞ
一
す
じ
の
け
ぶ
り
な

り
け
り
　
（同

。
〈遠
村
蚊
遣
火
〉

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

・
八
七
五
）

０
夏
や
ま
の
本
々
の
葉
そ
よ
ぐ
風
の
音
　
お
の
が
秋
と
や
鹿
の
鳴
く
ら
む

（同

・
林
風
似
秋

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
九
二
七
）

ｍ
さ

ヽ
む
す
ぶ
旅
の
い
ほ
り
の
哀
に
も
　
秋
と
つ
げ
つ
る
風
の
音
か
な

（秋
部

・
旅
宿
立
秋

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
九
五
八
）

０
こ
の
世
に
は
秋
た
ち
に
し
を
今
さ
ら
に
　
な
に
お
ど
ろ
か
す
風
の
け
し

き
ぞ
　
　
　
（同

・
立
秋
述
懐

。
〈後
徳
大
寺
左
大
臣
〉

。
九
五
九
）

⑩
岩
く
ゞ
る
水
の
な
が
れ
を
む
す
ぶ
手
に
　
し
ら
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
秋
の
日
数

は
　
　
　
　
　
　
（同

・
秋
浅
向
泉

・
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
九
八
五
）

０
秋
の
野
の
道
も
て
は
や
す
ま
萩
は
ら
　
袖
う
ち
ふ
ら
し
あ
た
ら
花
咲

（同

。
近
身
野
花

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
一
〇
二
五
）

０
わ
け
行
ば
玉
ち
る
小
野
の
夕
露
に
　
立
え
も
み
え
ぬ
ま
萩
原
哉

（同

・
草
花
露
重

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
一
〇
四
九
）



０
駒
と
め
て
猶
や
き
か
ま
し
は
る
＾
ヽ
と
　
朝
た
つ
あ
と
の
さ
ほ
し
か
の

こ
ゑ
　
　
　
　
　
（同

・
遥
聞
鹿
声

・
徳
大
寺
左
大
臣

。
一
一
八
五
）

⑩
山
寺
の
入
あ
ひ
の
鐘
に
打
そ
へ
て
　
鹿
の
な
く
ね
ぞ
秋
は
か
な
し
き

（同

・
山
寺
鹿

・
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
一
一
九
五
）

ω
舟
と
む
る
あ
か
し
の
月
の
有
明
に
　
浦
よ
り
と
を
き
さ
ほ
し
か
の
こ
ゑ

（同

。
〈
山
寺
鹿
〉
・
続
古
今
雑

。
〈後
徳
大
寺
左
大
臣
〉
。
一
一
九
二
）

②
け
ふ
も
猶
ま
だ
関
こ
え
ぬ
旅
人
の
　

」ヽま
の
さ
き
に
や
秋
の
ゆ
く
ら
ん

（同

。
関
路
秋
暮

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
一
五
九
九
）

０
行
秋
の
手
向
に
も
み
ぢ
ち
り
ま
が
ひ
　
神
な
び
山
を
と
も
に
こ
え
つ
る

（同

・
旅
の
道
に
秋
つ
き
ぬ

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
一
六

一
九
）

例
わ
す
ら
れ
て
年
ふ
る
ね
や
の
板
あ
ら
み
　
風
も
と
ま
ら
ぬ
冬
は
き
に
け

り
　
　
　
　
（冬
部

・
霜
閏
冬
来

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
一
六
二
六
）

の
袖
ぬ
ら
す
さ
夜
の
ね
党
の
初
し
ぐ
れ
　
お
な
じ
枕
に
き
く
人
も
が
な

（同

。
独
聞
時
雨

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
一
六
四
五
）

ω
う
ち
時
雨
物
さ
び
し
か
る
あ
し
の
屋
の
　
「」
や
の
ね
覚
に
都
こ
ひ
し
も

（同

・
〈旅
宿
時
雨
〉
。
玉
葉

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
一
六
五
六
）

ｍ
ふ
じ
の
ね
の
紅
葉
こ
き
お
ろ
す
き
よ
み
が
た
　
又
吹
お
ろ
す
興
津
じ
ほ

風
　
　
　
　
　
（同

・
海
辺
落
葉

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
一
八
七
八
）

の
水
鳥
に
う
き
ね
の
床
を
な
ら
ぶ
れ
ば
　
は
な
れ
も
や
ら
ず
た
ぐ
ゐ
鳴
也

（同

・
水
鳥
近
馴

・
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
一
八

一
九
）

の
庭
火
た
き
さ
ゆ
る
霜
夜
も
あ
け
に
け
り
　
一一言
の
上
に
て
神
あ
そ
び
し
て

（同

・
念
ホ中
神
楽
〉
。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
一
九
五
二
）

⑩
か
こ
つ
べ
き
空
も
は
れ
ぬ
る
今
は
た
ゞ
　
ま
つ
な
み
だ
こ
そ
雨
と
を
や

ま
ね
　
　
　
　
（恋
部

。
約
雨
審

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

・
二
三
七
〇
）

０
か
へ
り
見
む
あ
と
を
待
べ
き
水
茎
の
　
な
が
れ
と
ま
り
て
せ
に
な
り
に

け
り
　
　
　
（同

・
〈落
返
事
恋
〉
。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
二
四
〇

一
）

０
な
が
む
れ
ば
は
つ
か
の
月
も
出
に
け
り
　
我
ま
つ
人
の
か
ゝ
ら
ま
し
か

は
　
　
　
　
　
　
（同

。
夜
半
恋

。
後
徳
大
寺
左
大
臣

。
二
四
八
六
）

こ
の
う
ち
、
０
は
底
本
で
は

「徳
大
寺
左
大
臣
」
と
注
記
さ
れ
る
が
、
河

野
信

一
記
念
館
蔵
本
に
は

「後
徳
大
寺
左
大
臣
」
と
あ
る
の
で
、
実
定
の
詠

と
判
明
す
る
。
し
か
し
、
ω
は

「山
寺
鹿
」
の
例
歌
Ｌ
し
て
ｍ
の
実
定
の
詠

に
連
続
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で

（河
野
本
で
は
、
両
歌
の
間
に

一
行
の

あ
き
が
あ
る
）、
実
定
の
詠
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
れ
は

『続
古

今
集
』
の
藤
原
俊
成
の
詠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『摘
題
集
』
に
収
載
さ

れ
る
実
定
の
詠
は
、
都
合
三
十

一
首
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
は
た

し
て
、
こ
れ
ら
の
二
十

一
首
は

『摘
題
集
』
か
ら
の
採
録
歌
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で

「林
下
集
標
注
』
の
実
定
の
詠

（「拾
遺
」
の
部
は
除
く
。
②
の
詠

は
未
収
録
）
二
十
首
と
、
『摘
題
集
』
に
収
載
さ
れ
る
三
十

一
首
を
比
較

・

検
討
し
て
み
る
と
、
次
の
ご
と
き
異
同
が
指
摘
さ
れ
る
。

①
・　
０
の
詠
の
み
が

『林
下
集
標
注
』
に
は
未
収
録
で
あ
る
。

②
　
Ｏ

・
０

・
０

。
０
の
四
首
を
除
く
二
十
六
首
に
は
、
「林
下
集
標
注
』

で
は

「摘

（題
と

の
肩
注
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。

③
　
『林
下
集
標
注
』
で
は
ｍ

・
ｏ
、
ｏ

・
の
、
②

・
０
、
側

・
０
が
逆

順
で
あ
り
、
⑩
が
ｍ
の
前
に
あ
り
、
∽

（冬
部
）
が
②

（秋
部
）
の
後

に
あ
る
。

④
・
０

。
②
の
歌
題
に
異
同
が
あ
る
。

⑤
・
０

・
０

。
∽

・
０
の
本
文
に
異
同
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
①
に
つ
い
て
は
、
的
の
歌
の
集
付

（出
典
注
記
）
に

「続
古

今
」
と
あ
る
と
お
り
、
こ
の
歌
は

『続
古
今
集
』
に

『摘
題
集
』
と
同
じ

「独

聞
時
雨
」
の
詞
書
の
も
と
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「摘
題
集
』
は

『続



古
今
集
』
か
ら
採
録
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
②
に

『林
下
集
標
注
』
が
、

「摘
題
集
』
収
載
歌
の
う
ち
四
首
に

「摘

（題
ご

の
肩
注
を
付
し
て
い
な
い

点
に
つ
い
て
は
、
編
者
の
顕
忠
が
遺
漏
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

顕
忠
自
身
が

『林
下
集
標
注
』
の

「附
言
」
で

「本
文
の
か
た
は
ら
に
書
そ

へ
た
る
勅
撰

。
私
撰
等
の
集
ど
も
に
み
え
た
る
出
所
付
省
文
の
例
、
左
に
挙

げ
る
ご
と
し
」
と
し
て

「摘
摘
題
」
な
ど
の
典
拠
を
掲
げ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
次
に
、
③
の
両
集
に
お
け
る
和
歌
配
列
順
序
の
異
同
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
ま
ず
、
０
と
０
の
場
合
、
「摘
題
集
』
で
は

「蛍
」
の
題
が

「蚊
遣
火
」

の
題
よ
り
も
前
に
配
置
さ
れ
て
い
る
た
め
に

『林
下
集
標
注
』
と
は
逆
順
に

な
っ
た
ま
で
で
、
同
様
に
、
０
と
の
の
場
合
も
、
『摘
題
集
』
で
は

「鹿
声
」

に
関
係
す
る
題
の
方
を
、
「
～
鹿
」
の
題
よ
り
も
前
に
配
置
し
て
い
る
た
め

に
、
ま
た
、
ｍ
と
ω
の
場
合
、
『摘
題
集
』
で
は

「返
事
恋
」
に
関
係
す
る

題
の
方
を
、
「約
～
恋
」
の
題
よ
り
も
後
に
配
列
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
し

て
、
②
と
０
の
場
合
は
、
②
の
題
が

『林
下
集
標
注
』
で
は

「九
月
尽
日
、

関
路
秋
の
く
れ
」
と
あ
る
の
を
、
「摘
題
集
』
で
は

「九
月
尽
日
」
を
削
除

し
て

「関
路
秋
暮
」
の
題
と
し
た
た
め
に
、
０
の

「旅
の
道
に
空
つ
き
ぬ
」

の
題
よ
り
前
に
配
列
さ
れ
た
の
で
、
各
々

『林
下
集
標
注
』
の
配
列
順
序
と

は
異
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
①
の
歌
が

『摘
題
集
』
で
は
０

の
後
に
配
列
さ
れ
て
い
る
の
は
、
『摘
題
集
』
が

「立
秋
」
に
関
係
す
る
題

の
方
を
、
冒
頭
に
据
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に

『林
下
集
標
注
』
で

は
秋
部
の
②
の
詠
が

『摘
題
集
』
で
は
冬
部
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「摘

題
集
』
で
は

「落
葉
」
関
係
の
題
は
冬
部
に
一
括
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ

て
、
要
す
る
に
、
両
集
に
認
め
ら
れ
る
歌
順
の
異
同
は
、
採
録
し
た
側
の

『摘

題
集
』
の
編
者
の
撰
集
意
図
に
よ
る
営
為
と
い
う
観
点
か
ら
す
べ
て
説
明
が

つ
く
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
④
の
両
集
に
お
け
る
歌
題
の
異
同
の
間

題
は
、
０
の
歌
に
、
『林
下
集
標
注
』
が

「は
る
か
に
し
か
を
き
く
」
、
「摘

題
集
』
が

「遥
聞
鹿
声
」
の
歌
題
を
付
し
、
ま
た
、
す
で
に
③
で
触
れ
た
よ

う
に
、
ｍ
の
詠
に
、
『林
下
集
標
注
』
が

「九
月
尽
日
、
関
路
秋
の
く
れ
」
、

「摘
題
集
』
が

「関
路
秋
暮
」
の
歌
題
を
付
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ

る
。
こ
の
両
者
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
説
明
は
省
略
す
る
が
、
０
の

場
合
、
一，し
か
を
き
く
」
と
い
う
舌
足
ら
ず
の
表
現
か
ら

「鹿
の
声
を
聞
く
」

と
い
う
通
常
の
措
辞
へ
の
方
向
が
、
ま
た
、
側
の
場
合
、
言
わ
ば
重
複
表
現

の
感
じ
の
す
る

「九
月
尽
日
、
関
路
秋
の
暮
れ
」
か
ら

「九
月
尽
日
」
の
部

分
を
削
除
し
た

「関
路
秋
暮
」
へ
の
方
向
が
各
々
、
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
最
後
に
、
⑤
の
両
集
に
お
け
る
本
文
異
同
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
次
の
対
照
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
文
異
同
対
照
表

同 131)10 (8)同  (7)
番

号

を
の
ヽ
ほ
そ
み
ち

過
行
ば

し
づ
が
し
の
や
の

又
吹
か

へ
せ

か
へ
り
こ
む

世
に
散
に
け
り

林
下
集
標
注

を
の
が
ほ
そ
道

さ
き
ゆ
け
ば

し
づ
の
ま
ろ
屋
の

又
吹
お
ろ
す

か

へ
り
見
む

せ
に
な
り
に
け
り

摘

題
　
集

し

づ

の
ま

ろ

や

の

新

古

今

集

こ
の
う
ち
、
０
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
『摘
題
集
』
の
歌
句
が
符
合
す
る

の
は
、
『林
下
集
標
注
』
の
そ
れ
で
は
な
く
、
『新
古
今
集
』
の
ほ
う
で
あ
り

そ
の
う
え

『摘
題
集
』
の
肩
注
に
も

「新
古
今
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
『摘

題
集
』
が
依
拠
し
た
の
は

「新
古
今
集
』
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ほ



か
の
本
文
異
同
を
検
討
し
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も

『摘
題
集
』
の
ほ
う
が
意

味
不
明
の
措
辞
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「月
前
卯

花
」
の
例
歌
で
あ
る
０
の
第
二
句
は
、
『摘
題
集
』
が

「が
」
の
傍
ら
に

「
の

欺
」
の
注
記
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
「小
野
が
細
道
」
よ
り
は

「小
野
の
細

道
」
の
ほ
う
が
こ
な
れ
た
措
辞
で
あ
り
、
第
二
句
も
、
『摘
題
集
』
の

「さ

き
ゆ
け
ば
」
で
は
意
味
不
明
な
の
で
、
同
集
に
は

「さ
き
」
の
側
に

「わ
け

欺
」
の
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は

『林
下
集
標
注
』
の
よ
う
に

「過

ぎ
行
け
ば
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
「海
辺
落
葉
」
の
例

歌
で
あ
る
０
の
第
四
句
は
、
「摘
題
集
』
の

「又
吹
き
お
ろ
す
」
で
は
第
二

句
の

「
こ
き
お
ろ
す
」
の
繰
り
返
し
に
な
り
、
こ
の
歌
の
世
界
の
構
成
か
ら

い
っ
て
も
、
「林
下
集
標
注
』
の
よ
う
に

「
又
吹
き
返
せ
」
の
措
辞
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
河
野
本

『摘
題
集
』
が

「又
吹

か
へ
す
」
の
本
文
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「林
下

集
標
注
』
を

『摘
題
集
』
が
参
看
し
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「落
返
事
恋
」
の
例
歌
で
あ
る
①
の
初
旬
は
、
詞
書
の

「返
事
」
に

対
応
す
る
措
辞
と
し
て
は

「摘
題
集
』
の

「返
り
見
む
」
で
は
な
く
、
『林

下
集
標
注
』
の

「帰
り
来
む
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
第
五
句
も
、
詞

書
の

「落
返
事
」
に
対
応
す
る
に
は

『林
下
集
標
注
』
の
よ
う
に
、
「世
に

散
り
に
け
り
」
の
措
辞
で
な
け
れ
ば
適
切
で
な
い
こ
と
言
う
ま
で
も
な
く
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「摘
題
集
』
が

「瀬
に
成
り
に
け
り
」
の
意
味
の
本
文

を
伝
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
歌
の
第
二

。
四
句
の

「水
茎
の
流
れ
止
ま
り
て
」

の
措
辞
に
合
わ
せ
た

『摘
題
集
』
の
編
者
の
賢
し
ら
が
そ
の
よ
う
に
さ
せ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
①
の
場
合
は
と
も
か
く
、
②
～
⑤
の
場
合
は

い
ず
れ
も
、
仲
田
顕
忠
が

『林
下
集
標
注
』
の
序
文
で
言
及
し
て
い
る
編
纂

意
図
を
裏
づ
け
る
事
例
ば
か
り
あ
る
の
で
、
「摘
題
集
』
が
後
徳
大
寺
実
定

の
家
集

『林
下
集
』
を
そ
の
撰
集
資
料
の
一
つ
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ

に
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

〓
一　
細
川
高
国
の
可
能
性

さ
て
、
『摘
題
集
』
が
実
定
の
家
集

『林
下
集
』
を
撰
集
資
料
に
し
て
い

た
と
な
る
と
、
『摘
題
集
』
の
成
立
時
期
が

『林
下
集
』
の
成
立
時
期
を
さ

か
の
ぼ
り
得
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
「林

下
集
』
の
成
立
時
期
は
、
松
野
陽

一
氏
に
よ
れ
ば
、
「収
載
歌
は
、
ほ
ぼ
治

承
三
年
〓
８
ご
ろ
ま
で
の
詠
作
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
同
年
ご
ろ
自
撰

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
「
私
家
集
大
成
３
』
昭
和
４９
・
７
、
明
治
書
院
）

由
で
あ
る
が
、
慶
応
大
学
図
書
館
本
を
除
く

『林
下
集
』
の
写
本
と
板
本
に

は
、
次
の
ご
と
き
奥
書
が
存
在
し
、
「摘
題
集
』
の
成
立
時
期
を
示
唆
す
る

有
力
な
記
事
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
の
奥
書
を

『林
下
集
標
注
』
か
ら
引
用

す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

曇
祖
文
治
左
相
府
詠
歌
林
下
集
正
本
就
応
仁
兵
気
令
紛
失
詑
、
其
後
、

慈
照
院
相
国
対
老
父
清
談
之
次
、
可
借
写
本
給
之
由
約
諾
之
間
、
後
日

申
請
之
処
、
件
本
不
審
多
端
得
、
然
写
筆
之
、
令
返
進
之
、
今
日
依
法

眼
空
実
所
望
、
彼
以
新
写
之
本
書
写
之
、
重
尋
捜
証
本
、
可
校
合
者
也

大
永
元
年
十
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
内
大
臣
判

す
な
わ
ち
、
こ
の
奥
書
は
内
大
臣

・
徳
大
寺
公
胤
が
記
し
た
も
の
で
、
そ

の
内
容
は
、
先
祖
の
後
徳
大
寺
実
定
の
家
集

『林
下
集
』
の
正
本
が
応
仁
の

乱
で
紛
失
し
た
た
め
に
、
父
の
実
淳
が
慈
照
院

（足
利
義
政
）
の
所
持
し
て

い
た
写
本
を
拝
借
し
た
い
旨
を
約
束
し
、
後
日
、
公
胤
が
借
覧
す
る
と
、
同

本
に
は
不
審
な
箇
所
が
多
く
認
め
ら
れ
た
が
書
写
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
弟



の
法
眼
空
実
も
同
本
を
所
望
し
た
の
で
、
大
永
元
年

（
一
五
二
一
）
十
月
十

二
日
、
新
写
の
本
を
書
写
し
て
、
空
実
に
与
え
た
と
い
う
趣
で
あ
る
。
こ
の

『林
下
集
』
の
奥
書
内
容
か
ら
、
も
し

『摘
題
集
』
が
こ
の
奥
書
を
有
す
る

『林
下
集
』
の
伝
本
に
依
拠
し
て
い
た
と
す
る
と
、
「摘
題
集
』
の
成
立
時
期

が
大
永
元
年
十
月
十
二
日
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
え
な
い
こ
と

に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
『摘
題
集
』
の
成
立
時
期
を
示
唆
す
る
内
部
徴
証
を
求
め
る

に
、
「摘
題
集
』
の
撰
集
資
料
と
詠
歌
作
者
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
掲
の
拙
稿
で
言
及
済
み
な
の
で
、
こ
こ
に

は
そ
の
結
論
の
み
を
摘
記
す
る
と
、
ま
ず
、
「摘
題
集
』
の
成
立
時
期
の
上

限
は
、
「摘
題
集
』
に
収
載
さ
れ
る
実
朝
の
詠
が
貞
享
版
本

『金
椀
集
』
の

も
と
に
な
っ
た
も
の
か
ら
の
採
録
と
憶
測
さ
れ
る
点
か
ら
、
同
本
の
成
立
時

期
で
あ
る
宝
徳
二
年

（
一
四
五
〇
）
二
月
か
ら
長
禄
二
年

（
一
四
五
八
）
ま

で
の
間
よ
り
以
降
と
な
り
、　
一
方
、
そ
の
下
限
は
、
「摘
題
集
』
が
参
照
し

た

『藤
川
四
百
首
』
の
成
立
時
期
と
推
察
さ
れ
る
明
応
年
間

（
一
四
九
二
～

一
五
〇
〇
）
よ
り
以
前
と
な
っ
て
、
「摘
題
集
』
の
成
立
時
期
は
、
ど
ん
な

に
時
代
を
下
っ
て
も
明
応
九
年

（
一
五
〇
〇
）
以
降
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で

あ
る
。
と
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の

『摘
題
集
』
の
成
立
時
期
を
め
ぐ

っ
て
の
推
定
は
、
大
永
元
年
十
月
十
二
日
以
降
と
訂
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
、
は
た
し
て

『摘
題
集
』
の
成
立
時
期
を
大
永

元
年
以
降
と
規
定
し
て
、
そ
の
編
者
に
細
川
高
国
を
想
定
す
る
蓋
然
性
は
あ

り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
よ
う
や
く

『摘
題
集
』
の
編
者
と
し
て
の
細
川
高
国
自
身
の
検
討

を
加
え
る
段
階
が
至
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
は
た
し
て
、
管
領
細
川
高
国
と

は
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
清
和
源
氏
の
一
流
、
管
領
細
川
政
元
の
養
子

（実
父
政
春
）

で
、
法
号
を
道
永

・
常
桓
と
い
っ
た
細
川
高
国

（
一
四
八
四
～

一
五
三

一
）

が
、
若
く
し
て
武
将
の
名
声
が
高
く
、
永
正
五
年

（
一
五
〇
八
）
に
は
管
領

と
な
っ
て
将
軍
足
利
義
植
に
仕
え
、
大
永
元
年
に
は
義
晴
を
擁
立
し
て
権
勢

を
専
ら
に
し
て
右
京
大
夫
に
達
し
た
が
、
同
五
年

（
一
五
二
五
）
に
は
出
家

し
、
同
六
年
に
は
失
脚
、
享
禄
四
年

（
一
五
三

一
）
六
月
八
日
に
は
遂
に
自

刃
し
て
、
四
十
八
歳
の
生
涯
を
開
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
周
知
の
こ
と
に
属

し
よ
う
が
、
そ
の
際
、
高
国
が

「な
し
と
い
ひ
あ
り
と
又
い
ふ
こ
と
の
葉
や

法
の
ま
こ
と
の
心
な
る
ら
ん
」
と
い
う
辞
世
の
短
冊
を
し
た
た
め
て
、
三
条

西
実
隆
な
ど
に
送
っ
た
事
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
高
国
は
文
武
両
道

に
精
通
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
高
国
の
文
芸
活
動
に
つ
い
て
は
、
鶴

崎
裕
雄
氏

「管
領
細
川
高
国
の
哀
歌
―
―
尊
経
閣
文
庫
蔵

『細
川
六
郎
殿
御

他
界
時
常
桓
様
御
詠
歌
井
諸
家
之
送
歌
』
の
紹
介
」
（帝
塚
山
学
院
短
期
大

学

『研
究
年
報
』
第
二
四
号
、
昭
和
５．
．
１２
）、
米
原
正
義
氏

『戦
国
武
士

と
文
芸
の
研
究
』
（昭
和
５．
．
１０
、
桜
楓
社
）、
同
氏

「細
川
氏
の
文
芸
―
―

管
領
細
川
家
政
元

。
高
国
、
典
厩
家
政
国
を
中
心
と
し
て
」
（
国
学
院
雑
誌
』

昭
和
５．
．
３
）、
井
上
宗
雄
氏

『中
世
歌
壇
史
の
研
究
室
町
後
期
』
（改
訂
新
版

昭
和
６２
・
・２
、
明
治
書
院
）
な
ど
に
詳
細
な
考
察
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
先

党
の
論
考
や

『実
隆
公
記
』
『再
昌
草
』
『尚
通
公
記
』
な
ど
の
文
献
を
参
考

に
し
て
、
高
国
の
文
化
面
で
の
事
蹟
の
要
点
を
年
譜
的
に
列
挙
す
れ
ば
、
次

の
ご
と
く
な
る
。

永
正
六
年
■

五
〇
九
）
十
二
月
二
十
二
日
、幕
府
に
て
猿
楽
を
興
業
す
る
。

永
正
六
年
、
「石
清
水
初
卯
千
句
三
物
」
を
催
す
。

永
正
七
年
四
月
、
近
衛
尚
通
に

「二
十
首
歌
」
の
歌
題
を
請
う
。

永
正
七
年
九
月
九
日
、
幕
府
に
て
猿
楽
を
興
行
す
る
。



永
正
八
年
六
月
二
十
八
日
、
大
追
物
の
興
業
を
す
る
。

永
正
八
年
十
二
月
十
七
日
、
「細
川
左
京
大
夫
自
歌
合
」
を
ま
と
め
、
三

条
西
実
隆
に
同
自
歌
合
の
判
詞
を
請
う
。

永
正
九
年
二
月
二
十
五
日
、
自
邸
で

「千
句
連
歌
」
を
催
す
。

永
正
九
年
間
四
月
二
十
六
日
ｏ同
五
月
二
日
、自
邸
で
「当
座
歌
会
」を
催
す
。

永
正
九
年
七
月
七
日
、
細
川
チ
賢
ら
と
近
衛
尚
通
に

「古
今
集
」
の
講
説

を
請
う
。

永
正
十
年
二
月
二
十
七
日
、
幕
府
に
て
猿
楽
を
興
業
す
る
。

永
正
十
年
四
月

ｏ
七
月
、
近
衛
尚
通
に
歌
題
を
請
う
。

永
正
十
年
九
月
十
四
日
、
大
追
物
の
興
業
を
す
る
。

永
正
十
四
年
四
月
、
「備
中

一
宮
法
楽
歌
」
を
人
々
に
勧
進
す
る
。

永
正
十
六
年
二
月
四
日
、
「近
衛
家
当
座
歌
会
」
に
出
席
す
る
。

永
正
十
六
年
二
月
九
日
、
「常
寂
院
当
座
歌
会
」
の
作
者
に
加
わ
る
。

永
正
十
六
年
五
月
二
十

一
日
、
「春
日
社
法
楽
三
十
首
歌
」
を
人
々
に
勧

進
す
る
。

大
永
二
年

（
一
五
三
二
）、
宗
長

・
宗
碩
の

「伊
勢
神
宮
法
楽
千
句
両
吟
」

の
願
主
に
な
る
。

大
永
五
年
二
月
二
十
五
日
～
五
月
、
「聖
廟
法
楽
三
十
首
和
歌
抜
書
」
の

作
者
に
加
わ
る
。

大
永
五
年
十
月
～
十

一
月
、
「細
川
六
郎
植
国
哀
傷
歌
」
「細
川
六
郎
殿
御

他
界
時
常
桓
様
御
詠
歌
丼
諸
家
之
送
歌
」
の
作
者
に
加
わ
る
。

享
禄
三
年

（
一
五
三
〇
）、
「高
国
独
吟
歌
仙
連
歌
」
を
詠
む
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
、
年
時
は
不
詳
で
あ
る
が
、
「国
書
総
目
録
著
者
別
索
引
』

（昭
和
５．
．
１．
、
岩
波
書
店
）
に
は

「騎
射
秘
抄
伝
」
「小
的
事
六
十
九
箇
条
」

「高
国
鹿
苑
院
等
和
漢
聯
句
」
「賦
何
船
連
歌
」
な
ど
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て

い
て
、
高
国
の
多
芸
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
細
川
高
国
の
文
化
活
動
の
事
蹟
を
追
っ
て
み
る
と
、
高
国
が

和
歌

・
連
歌
面
で
著
し
く
活
躍
し
て
い
た
背
景
が
知
ら
れ
る
が
、
就
中
、
当

代
の
一
つ
の
文
化
圏
の
中
心
を
な
し
て
い
た
近
衛
尚
通
や
、
徳
大
寺
実
淳

・

上
冷
泉
為
広

。
三
条
西
実
隆
な
ど
の
公
家
、
玄
清

（河
田
兵
庫
助
春
仲
）

・

月
村
斎
宗
碩
ら
の
連
歌
師
と
親
交
が
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
歌
会
や
連
歌
会
を

催
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
高
国

の
和
歌

・
連
歌
の
腕
前
に
つ
い
て
は
、
「早
春
」
以
下
六
十
題
各

一
首
の
自

詠
を
三
十
番
の
歌
合
と
し
た

『細
川
左
京
大
夫
自
歌
合
』
（群
書
類
従
所
収
）

の
詠
歌
に
対
し
て
、
井
上
氏
が

「概
し
て
平
几
だ
が
、
厭
味
の
な
い
歌
風
で

あ
る
」
（前
掲
の

「室
町
後
期
し

と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
同
歌
合
の
判
を
し

た
実
隆
の
判
詞
の
な
か
に
、
こ
の
問
題
に
示
唆
を
与
え
る
評
言
を
指
摘
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

０
春
の
色
に
世
は
そ
め
な
し
て
さ
ほ
姫
の
　
四
方
に
お
ほ
ふ
や
広
は
た
の

袖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
番

・
左

・
早
春
）

ω
す
ヾ
み
と
る
小
河
の
岸
の
柳
か
げ
　
ち
ら
で
も
う
か
ぶ
あ
き
の
い
ろ
か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（八
番

・
左

・
水
辺
如
秋
）

０
宮
城
野
や
露
吹
き
乱
す
秋
風
に
　
し
づ
心
な
き
萩
の
上
の
月

（十
番

。
左

。
野
月
）

ω
夕
づ
く
日
さ
す
が
に
色
ぞ
か
は
り
け
る
　
時
雨
に
た
て
る
か
た
を
か
の

松
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（十
四
番

。
左

・
時
雨
）

ｍ
限
り
ぞ
と
聞
き
て
も
人
の
つ
れ
な
く
は
　
今
ひ
と
際
の
つ
ら
さ
な
ら
ま

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（十
八
番

。
右

・
不
逢
恋
）

①
人
と
は
ぬ
山
里
さ
び
し
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
　
か
け
ひ
の
水
に
し
と
ゞ
お
り
ゐ

て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（二
十
五
番

・
左

・
山
家
）



の
六
首
の
な
か
で
、
実
隆
が
、
０
の
歌
に
は

「左
の
歌
、
四
方
の
色
春
に
そ

め
な
し
て
、
さ
ほ
ひ
め
の
袖
ひ
ろ
く
お
ほ
ふ
ら
む
風
情
た
け
高
く
も
つ
と
も

優
美
に
見
え
侍
る
」
と
、
的
に
は

「左
は
、
源
氏
物
が
た
り
の
う
た
を
お
も
ヘ

リ
。
下
の
句
、
こ
と
に
優
美
に
見
え
侍
る
」
と
、
①
に
は

「時
雨
に
た
て
る
片

岡
の
松
、
夕
づ
く
日
さ
す
や
を
の
へ
の
と
い
へ
る
、
古
今
集
の
余
風
猶
見
所

あ
り
」
と
、
帥
に
は

「此
の
右
歌
、
心
詞
い
ひ
し
り
て
あ
は
れ
す
く
な
か
ら
ず
。

恋
の
歌
は
か
く
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
く
は
べ
り
け
れ
。
か
へ
す
ハ
ヽ
も
を
か
し

く
も
、
優
艶
に
も
侍
る
も
の
か
な
」
と
各
々
、
賛
辞
を
与
え
て
、
同
自
歌
合
の

城
文
に
お
い
て
高
国
の
和
歌
活
動
を

「さ
し
も
名
高
き
武
将
の
家
を
う
け
て
、

政
を
た
す
け
、
民
を
は
ご
く
み
、
・…
‥
あ
づ
さ
ゆ
み
ひ
き
／
ヽ
に
か
り
ご
も

の
み
だ
れ
し
げ
く
て
、
…
…
い
つ
の
い
と
ま
に
か
く
ま
で
た
く
み
に
吟
し
、

お
も
ひ
め
ぐ
ら
さ
れ
け
む
」
と
賞
賛
し
て
自
己
の
言
説
を
実
証
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
は
、
一局
国
の
か
な
り
の
和
歌
の
腕
前
の
ほ
ど
を
認
め
て
よ
か
ろ
う
と

思
う
。
し
か
し
ま
た
、
実
隆
が
い
の
詠
に
は

「左
の
歌
、
初
の
五
字
こ
の
頃
つ

ね
に
人
々
詠
む
こ
と
侍
る
に
や
。
よ
ろ
し
き
歌
の
う
ち
に
は
い
た
く
み
な
れ

ざ
る
心
地
し
て
、
管
見
の
所
存
甘
心
せ
ら
れ
ず
侍
り
」
と
、
①
に
は

「左
、

京
極
黄
門
の
歌
、
人
と
は
ぬ
冬
の
山
路
の
さ
び
し
き
に
か
き
ね
の
そ
ば
に
し

と
ゞ
お
り
ゐ
て
、
と
侍
る
初
の
五
文
字
も
相
か
は
ら
で
、
い
か
ゞ
と
お
ぼ
え

侍
り
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
手
厳
し
い
批
評
を
加
え
て
、
一局
国
の
歌
の
出
来
映
え

の
未
熟
さ
を
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
一局
国
の
和
歌
の
腕
前
の
ほ
ど
を

疑
間
視
し
て
い
る
実
隆
の
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
高
国
の
和
歌
の
腕
前
の
程
度
を

一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
か
れ

は
和
歌
師
範
家
な
ど
の
専
門
歌
人
に
は
勿
論
及
ぶ
は
ず
が
な
く
、
ま
た
、
近

衛
尚
通
や
三
条
西
実
隆
な
ど
の
宮
廷
公
家
歌
人
に
は
か
な
り
劣
る
で
あ
ろ
う

が
、
か
と
い
っ
て
ず
ぶ
の
素
人
で
は
勿
論
な
く
て
、
所
謂
、
中
級
程
度
の
腕

前
の
武
家
歌
人
と
い
う
く
ら
い
の
評
価
は
得
ら
れ
よ
う
か
。
ち
な
み
に
、
大

永
五
年
十
月
二
十
三
日
、
実
子
六
郎
植
国
を
失
っ
た
悲
し
み
を
詠
し
た

「細

川
六
郎
殿
御
他
界
時
常
桓
様
詠
歌
」
（尊
経
閣
文
庫
本
）
か
ら
、
高
国
の
詠

を
数
首
紹
介
す
る
と
、
次
の
ご
と
く
だ
が
、
そ
の
評
価
が
首
肯
さ
れ
よ
う
。

ω
お
も
ひ
に
は
し
な
れ
ぬ
と
な
ど
な
げ
き
け
ん
　
う
き
た
め
に
と
て
な
が

ら
ふ
る
身
を

⑩
夢
て
ふ
は
夢
に
な
し
つ
ヽ
う
き
事
は
　
さ
む
る
う
つ
ヽ
に
の
こ
ら
ず
も

が
な

０
数
な
ら
ぬ
身
の
な
き
跡
に
お
も
ひ
き
や
　
き
み
が
袖
に
も
露
を
か
ん
と

ま
０
煙
た
つ
き
の
ふ
の
雲
の
名
残
に
も
　
あ
ま
り
し
ぐ
る
ヽ
袖
の
う
へ
か
な

０
む
ね
の
う
ち
に
せ
く
て
ふ
滝
の
あ
ま
り
て
や
　
よ
そ
の
袖
さ
へ
波
に
お

ぼ
る
ヽ

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
翻
っ
て
、
『摘
題
集
』
の
編
纂
目
的
に
触
れ
る
な
ら

ば
、
筆
者
は
前
掲
論
文
で
、
「
摘
題
集
』
の
編
纂
目
的
は
、
「題
林
愚
抄
』

や

「明
題
和
歌
全
集
』
な
ど
の
そ
れ
と
は
多
少
趣
を
異
に
し
て
、
題
詠
歌
を

詠
む
段
階
の
多
少
進
展
し
た
、
専
門
歌
入
以
外
の
人
に
、
題
詠
の
実
例
を
提

示
し
て
、
参
考
に
供
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（中
略
）
『題
林
愚
抄
』
な
ど
の
よ
う
な
本
格
的
な
類
題
歌
集
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
比
較
的
簡
便
で
、
か
つ
内
容
的
に
充
実
し
た
類
題
歌
集
の
編
纂
を
し

て
、
題
詠
歌
の
言
わ
ば
中
級
の
人
た
ち
の
要
請
に
応
え
よ
う
と
し
た
」
の
で

は
あ
る
ま
い
か
、
と
言
及
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
ち
な
み
に
、
大
永
元
年
以

降
で
、
「摘
題
集
』
の
編
纂
目
的
で
あ
る
難
題
に
よ
る
題
詠
歌
の
実
例
を
提

示
す
る
こ
と
の
で
き
る
程
度
の
人
物
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
憶
測
す
れ
ば
、

歌
道
師
範
家
で
は
上
冷
泉
為
広
、
公
家
歌
人
で
は
三
条
西
実
隆
な
ど
の
人
物



が
ま
ず
候
補
に
の
ぼ
ろ
う
が
、
武
家
歌
人
で
は
当
面
細
川
高
国
な
ど
が
こ
こ

で
そ
の
候
補
と
し
て
あ
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の

が
、
永
正
十
五
年

（
一
五

一
五
）
八
月
、
『風
雅
集
』
か
ら

『新
続
古
今
集
』

ま
で
の
五
勅
撰
集
で
撰
集
さ
れ
た

『続
五
明
題
集
』
で
、
こ
れ
は
駿
河
守
護

今
川
義
忠
の
息

・
氏
親
が
、
今
川
家
の
和
歌
師
範
的
立
場
に
あ
っ
た
と
お
ぼ

し
き
素
純
の
協
力
を
得
て
、
「当
家
代
々
門
葉
い
ち
じ
る
く
和
歌
の
浦
に
心

を
か
け
、
ち
ゞ
の
も
し
ほ
草
か
き
あ
つ
め
侍
る
」
（序
文
）
べ
く
完
成
さ
せ

た
類
題
集
だ
が
、
こ
の

『続
五
明
題
集
』
の
撰
集
目
的
は

『摘
題
集
』
の
そ

れ
と
共
通
す
る
側
面
を
有
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
足
利
義
植

・
義
晴
両
将

軍
の
補
佐
役
と
し
て
の
室
町
幕
府
の
重
職

。
管
領
を
勤
め
た
細
川
高
国
に
と

っ
て
、
伝
統
的
文
化
の
象
徴
で
あ
る
和
歌
の
詠
作
技
能
を
磨
く
こ
と
は
、
内

心
、
学
芸
面
で
貴
紳
に
抱
い
て
い
る
劣
等
感
を
解
消
す
る
う
え
で
、
何
よ
り

も
最
優
先
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
か
ら
、
題
詠
歌
を
詠

む
手
引
書
に
も
な
り
う
る
類
題
集
の
編
纂
に
、
関
心
が
な
か
っ
た
と
は
と
う

て
い
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『続
五
明
題
集
』
の
編
者

の
今
川
氏
親
の
ご
と
き
武
家
関
係
で
、
各
種
の
類
題
集
を
所
蔵
す
る
機
関
を

調
査
し
て
み
る
と
、
尾
張
藩
初
代
徳
川
直
義
の
蓬
左
文
庫
、
島
原
藩
主
松
平

忠
房
の
島
原
松
平
文
庫
、
熊
本
藩
主
細
川
家
の
永
青
文
庫
、
肥
後
宇
土
藩
主

細
川
家
の
九
州
大
学
細
川
文
庫
、
仙
台
藩
主
伊
達
家
の
宮
城
県
図
書
館
伊
達

文
庫
、
加
加塁
則
田
藩
主
利
家
の
室
芳
春
院
松
子
か
ら
綱
紀
に
至
る
尊
経
閣
文

庫
な
ど
の
多
く
の
機
関
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
戦
国
時
代
以
降
に
も
多

く
の
大
名
、
藩
主
な
ど
の
武
家
が
類
題
集
を
所
有
し
て
い
た
事
実
が
判
明
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に

『摘
題
集
』
の
編
者
と
し
て
細
川
高
国
を
想
定

し
得
る
可
能
性
が
い
く
ら
か
生
し
て
こ
よ
う
が
、
残
念
な
が
ら
、
細
川
高
国

の
著
作
や
当
時
の
関
係
文
献
な
ど
に
は
、
『摘
題
集
』
の
編
者
に
細
川
高
国

の
名
前
を
明
記
し
た
記
述
を
探
索
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四
　
お
わ
り
に

以
上
、
「江
戸
の
歌
人
。
通
称
藤
右
衛
門
、
蓬
園
と
号
す
。
海
野
遊
翁
の

間
に
学
ぶ
。
晩
年
心
を
香
川
景
樹
に
寄
せ
て

『桂
の
落
葉
』
を
著
は
し
、
ま

た
小
林
歌
城
の

『桂
園

一
枝
拾
遺
評
』
を
更
に
評
し
て

『桂
園

一
枝
拾
遺
再

評
』
を
出
し
て
弁
駁
を
試
み
た
。
嘉
永
五
年

『類
題
武
蔵
野
集
』
第

一
編
を

刊
行
し
、
安
政
四
年
第
二
編
を
刊
行
す
。
万
延
元
年
歿
す
。
年
六
十
」
（佐

伯
）
（
日
本
人
名
大
事
典
』
復
刻
版
第

一
刷
昭
和
５４
・
７
、
平
几
社
）
な
る

閲
歴
を
も
つ
仲
田
顕
忠
が
、
後
徳
大
寺
実
定
の
家
集

『林
下
集
』
の
注
釈
書

で
あ
る

『林
下
集
標
注
』
の
序
文
に
、
『摘
題
集
』
の
編
者
を
細
川
高
国
で

あ
る
と
記
述
し
て
い
る
記
事
の
真
偽
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
結
果
、
高
国

の
著
作
や
当
時
の
文
献
な
ど
に
、
こ
の
問
題
を
積
極
的
に
解
決
す
る
証
拠
を

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
『摘
題
集
』
の
成
立
時
期
や
編

纂
目
的
な
ど
の
内
部
徴
証
や
、
「摘
題
集
』
の
成
立
時
の
歌
壇
状
況
、
同
種

の
類
題
集
と
の
編
纂
事
情
の
類
似
性
な
ど
の
外
部
徴
証
等
々
の
状
況
証
拠
か

ら
、
細
川
高
国
を

『摘
題
集
』
の
編
者
に
想
定
し
得
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と

を
、
や
や
不
充
分
な
が
ら
論
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
結
論
は
、
数
あ

る
中
世
類
題
集
の
な
か
で
、
現
在
、
唯

一
「続
五
明
題
集
』
の
編
者
の
み
が

今
川
氏
親

。
東
素
純
と
判
明
し
て
い
る
、
と
い
う
貧
し
い
類
題
集
研
究
状
況

に
お
い
て
は
、
ま
こ
と
に
貴
重
な
成
果
と
い
う
べ
く
、
今
後
の
中
世
類
題
集

の
意
義

・
役
割
な
ど
の
問
題
解
決
の
契
機
に
な
り
得
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
か
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
結
論
が
、
『摘
題
集
』
の
成
立
時
期
の
上
限
を
、
大
永
元
年

十
月
十
二
日
以
降
と
規
定
す
る
意
味
を
有
し
て
い
る
点
も
貴
重
で
あ
ろ
う
。



（付
記
）
　

本
稿
は
、
平
成
二
年
度
光
華
女
子
大
学
特
別
研
究
費
に
基
づ

く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
『林
下
集
標
注
』
に
つ
い

て
は
、
小
林
強
氏
か
ら
拝
借
し
、
ま
た
、
鶴
崎
裕
雄
氏

「管
領

細
川
高
国
の
哀
歌
」
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
著
者
か
ら
項
戴
し

た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
と
も
に
深
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

―
光
華
女
子
大
学
教
授
―


