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一
、
は
じ
め
に

一
般
的
に
、
歌
合
に
お
い
て
判
者
を
務
め
る
の
は
当
時
の
有
力
歌
人
た
ち

で
あ
る
。
そ
の
た
め
左
右
の
和
歌
の
勝
負
を
定
め
て
そ
の
理
由
を
述
べ
る
歌

合
判
詞
は
、
そ
の
判
者
の
歌
論
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
し
て
研
究
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
ま
た
当
然
な
が
ら
、
勝
負
の
判
定
は
た
だ
和
歌
作
品
自
体
の

出
来
不
出
来
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
歌
合
と
い
う
場
で
あ
る
か
ら
こ

そ
の
特
殊
な
批
評
（
例
え
ば
一
番
左
を
負
と
し
な
い
、
祝
歌
を
負
と
し
な
い

と
い
っ
た
も
の
）
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
判
詞
に
は
表
れ
な
い
よ
う
な
評
価

の
基
準
も
存
在
し
う
る
。

さ
て
、
永
久
元
年
（
一
一
一
三
）
頃
か
ら
、
藤
原
忠
通
の
主
催
に
よ
り
歌

合
や
歌
会
が
精
力
的
に
行
わ
れ
た
。
特
に
歌
合
に
は
源
俊
頼
・
藤
原
基
俊
ら

有
力
歌
人
が
参
加
し
て
歌
論
を
戦
わ
せ
、
主
催
者
自
ら
も
方
人
と
し
て
参
加

し
批
評
を
受
け
る
な
ど
、
単
な
る
宴
遊
行
事
と
し
て
で
は
な
く
文
芸
的
興
味

に
よ
る
活
動
と
し
て
の
色
が
濃
く
、
忠
通
歌
壇
と
も
称
さ
れ
る
。

元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
七
月
十
三
日
、
忠
通
は
藤
原
顕
季
を
判
者
と
し

て
招
き
、
自
家
に
歌
合
を
催
し
た
。
顕
季
が
忠
通
歌
合
に
参
加
す
る
の
は
記

録
に
残
る
限
り
こ
れ
が
唯
一
の
例
で
あ
る
。
こ
の
歌
合
で
詠
ま
れ
た
和
歌
に

つ
い
て
は
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』（
以
下
、『
大
成
』）
に
よ
り
「
本
歌
合
の

各
作
品
は
、
古
歌
を
証
歌
と
し
、
或
は
本
歌
と
し
て
用
い
た
入
念
の
作
品
が

多
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
1
）。

し
か
し
、
中
に
は
古
今
集
等
の
い
わ
ゆ
る
古
歌
だ
け
で
は
な
く
、
判
者
で

あ
る
顕
季
が
過
去
に
詠
ん
だ
和
歌
の
語
句
を
利
用
し
て
詠
作
さ
れ
た
も
の
が

あ
る
と
の
指
摘
が
、
渡
辺
晴
美
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。「
草
花
」
二
番
・

右
・
雅
兼
「
小
萩
原
花
さ
き
に
け
り
こ
と
し
だ
に
し
が
ら
む
鹿
に
い
か
で
し

ら
せ
じ
」、
同
四
番
・
左
・
盛
家
「
め
か
れ
せ
ず
我
こ
そ
見
つ
れ
女
郎
花
い

つ
の
ま
に
か
は
露
は
お
き
つ
る
」、
同
十
一
番
・
左
・
顕
国
「
東
路
の
勿
来

の
関
に
生
ひ
な
が
ら
な
ほ
人
ま
ね
く
花
す
す
き
か
な
」
の
三
首
で
あ
る
。

顕
国
は
顕
季
歌
を
踏
ま
え
て
、「
あ
の
歌
の
よ
う
に
、
つ
れ
な
い
素
振

り
の
花
す
す
き
か
と
思
っ
た
が
、
案
に
相
違
し
て
私
を
招
く
よ
う
に
風
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に
そ
よ
い
で
い
る
よ
」
と
読
む
。
顕
国
は
、
源
国
信
の
男
と
し
て
、
盛

家
と
は
違
っ
て
歌
人
と
し
て
の
経
歴
も
豊
か
で
あ
っ
た
か
ら
、
巧
み
に

顕
季
の
歌
を
踏
ま
え
て
一
首
を
も
の
し
、
顕
季
歓
迎
の
意
を
表
す
る
こ

と
は
容
易
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
を
判
者
顕
季
が
気
付
か
ぬ
は
ず
は
な

い
。
判
詞
に
こ
の
歌
は
「
左
歌
、
い
と
興
あ
る
歌
な
り
」
と
だ
け
評
さ

れ
て
他
の
感
想
は
記
さ
れ
ず
、
更
に
こ
の
歌
が
勝
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
、
顕
国
の
意
が
顕
季
に
通
じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
彼
は
残
る

二
題
に
も
勝
と
な
っ
て
、
こ
の
歌
合
は
負
・
持
な
し
の
勝
三
と
い
う
成

績
で
あ
る
。
…
…
こ
の
よ
う
な
事
実
を
前
に
し
て
想
像
さ
れ
る
こ
と
は
、

顕
国
の
前
記
の
歌
は
、
判
者
顕
季
に
対
す
る
強
力
な
ア
ッ
ピ
ー
ル
と

な
っ
て
、
顕
季
の
判
を
自
分
に
有
利
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
一
見
し
て
明
ら
か
な
如
く
、
雅
兼
歌

は
こ
の
顕
季
の
歌
に
対
す
る
応
答
歌
と
な
っ
て
い
る
。
雅
兼
歌
は
、
顕

国
の
「
草
花
」
題
歌
で
み
た
場
合
よ
り
も
、
よ
り
直
接
的
な
形
で
顕
季

歌
に
擦
り
寄
っ
て
お
り
、
顕
季
に
対
す
る
一
層
強
力
な
挨
拶
と
な
っ
て

い
よ
う
。
…
…
雅
兼
も
、
顕
国
同
様
、
こ
の
歌
合
で
は
、
負
・
持
な
し

の
勝
三
で
あ
る
（
2
）。

し
か
し
、
こ
の
説
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。
例
え
ば
「
草
花
」

二
番
右
を
見
る
と
、

草
花
・
二
番
・
左

津
の
君

む
す
び
お
く
露
や
わ
く
ら
む
い
ろ
い
ろ
に
乱
れ
て
咲
け
る
も
も
く
さ
の

花

右
勝

雅
兼

小
萩
原
花
さ
き
に
け
り
こ
と
し
だ
に
し
が
ら
む
鹿
に
い
か
で
し
ら
せ
じ

左
歌
、「
露
や
わ
く
ら
む
」
と
は
、
い
か
な
る
こ
と
に
か
。
花
の
色

に
ひ
か
れ
て
こ
そ
、
色
々
に
見
ゆ
べ
け
れ
。
右
歌
、
別
の
難
見
給
へ

ら
れ
ね
ば
、
勝
と
す
。

と
あ
っ
て
、
当
該
歌
は
確
か
に
『
堀
河
百
首
』
中
の
次
の
顕
季
歌
と
共
通
す

る
語
句
を
持
っ
て
お
り
、
次
の
顕
季
歌
へ
の
応
答
と
読
め
る
よ
う
な
趣
向
で

も
あ
る
。

萩
が
花
し
が
ら
む
鹿
ぞ
う
ら
め
し
き
露
も
ち
ら
さ
で
見
ま
く
ほ
し
き
に

（『
堀
河
百
首
』
秋
二
十
首
・
萩
・
顕
季
・

）
597

し
か
し
、「
し
が
ら
む
鹿
」
と
い
う
表
現
に
は
、
そ
の
他
に
も
貫
之
・
経

衡
ら
の
先
例
が
存
在
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
顕
季
歌
を
直
接
に
利
用
し
て
詠

ん
だ
も
の
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

山
遠
き
宿
な
ら
な
く
に
秋
は
ぎ
の
し
が
ら
む
鹿
の
な
き
も
こ
ぬ
哉

（『
貫
之
集
』
巻
第
三
・

）
263

八
月
十
五
日
ほ
ど
に
、
萩
の
い
み
じ
う
さ
き
て
侍
り
し
に
、
人
人

よ
び
て

野
辺
に
て
は
し
が
ら
む
鹿
も
あ
り
な
ま
し
心
と
匂
へ
宿
の
秋
は
ぎ

（『
経
衡
集
』

）
131

特
に
経
衡
歌
に
つ
い
て
は
、
仮
に
野
辺
に
あ
っ
た
な
ら
ば
「
し
が
ら
む

鹿
」
に
荒
ら
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
言
い
方
で
秋
萩

へ
の
愛
着
を
示
し
て
お
り
、
趣
向
の
面
で
も
雅
兼
歌
と
共
通
点
が
多
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
、「
草
花
」
四
番
・
左
の
歌
に
つ
い
て
も
疑
問
が
残
る
。

草
花
・
四
番
・
左

盛
家

め
か
れ
せ
ず
我
こ
そ
見
つ
れ
女
郎
花
い
つ
の
ま
に
か
は
露
は
お
き
つ
る

右
勝

忠
隆

う
ら
う
へ
に
何
招
く
ら
む
花
す
す
き
ひ
と
か
た
に
こ
そ
秋
は
ゆ
く
ら
め

左
歌
、「
我
こ
そ
見
つ
れ
」
心
得
ず
な
む
。
又
あ
や
し
く
、「
い
つ
の

人
ま
に
う
つ
ろ
ひ
ぬ
ら
む
」
と
い
ふ
歌
思
ひ
出
だ
さ
れ
侍
る
も
の
か

な
。
右
歌
、
は
じ
め
の
句
ぞ
い
と
し
も
見
給
へ
ね
ど
、
右
は
勝
つ
べ

き
に
こ
そ
。

こ
の
「
め
か
れ
せ
ず
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
は
以
下
の
顕
季
歌
二
首
以
外

に
先
行
例
を
見
な
い
も
の
の
、
判
詞
は
『
古
今
集
』
巻
第
一
に
あ
る
貫
之
歌

と
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
。

毎
朝
臨
菊

菊
の
花
さ
き
ぬ
る
と
き
は
め
か
れ
せ
ず
い
く
朝
露
の
お
き
て
見
ゆ
ら
ん

（『
六
条
修
理
大
夫
集
』
7
）

於
七
条
亭
人
々
、
桜
の
歌
十
首
よ
み
し
に

め
か
れ
せ
ず
な
が
め
て
を
ら
ん
桜
花
や
ま
し
た
か
ぜ
に
散
り
も
こ
そ
す

れ

（
同
・

）
157

家
に
あ
り
け
る
梅
花
の
散
り
け
る
を
よ
め
る

暮
る
と
明
く
と
め
か
れ
ぬ
も
の
を
梅
花
い
つ
の
人
ま
に
う
つ
ろ
ひ
ぬ
ら

む

（『
古
今
集
』
巻
第
一
・
春
歌
上
・
貫
之
・

）
45

同
様
の
こ
と
は
ま
た
「
草
花
」
十
一
番
・
左
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

草
花
・
十
一
番
・
左
勝

顕
国

東
路
の
勿
来
の
関
に
生
ひ
な
が
ら
な
ほ
人
ま
ね
く
花
す
す
き
か
な

右

師
俊

山
の
か
げ
い
く
野
に
咲
け
る
女
郎
花
い
ろ
ゆ
ゑ
人
に
つ
ま
れ
ぬ
る
か
な

左
歌
、
い
と
興
あ
る
歌
な
り
。
右
の
歌
は
、
口
い
と
憎
さ
げ
な
り
。

歌
が
ら
も
劣
り
て
な
む
。
よ
り
て
左
勝
つ
。

渡
辺
氏
は
当
該
歌
を
顕
季
へ
の
挨
拶
と
し
て
「
あ
の
歌
の
よ
う
に
、
つ
れ

な
い
素
振
り
の
花
す
す
き
か
と
思
っ
た
が
、
案
に
相
違
し
て
私
を
招
く
よ
う

に
風
に
そ
よ
い
で
い
る
よ
」
と
訳
さ
れ
た
が
、
ど
う
し
て
も
次
の
顕
季
歌
の

意
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
独
立
し

た
一
首
と
し
て
鑑
賞
が
可
能
で
あ
る
。

恋
を
な
こ
そ
の
せ
き
に
よ
せ
て
よ
み
し
に

東
路
の
な
こ
そ
の
関
は
よ
と
と
も
に
つ
れ
な
き
人
の
心
な
り
け
り

（『
六
条
修
理
大
夫
集
』

）
13

さ
ら
に
渡
辺
氏
自
身
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、「
東
路
の
勿
来
の
関
」

と
い
う
語
句
は
、
顕
季
歌
の
他
に
も
同
時
代
に
俊
頼
の
作
例
が
あ
る
。

な
こ
そ
の
関
の
恋
と
い
へ
る
事
を

東
路
の
な
こ
そ
の
関
は
わ
が
こ
ふ
る
人
の
心
の
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ

（『
散
木
奇
歌
集
』

、

）

1166

1258

東
路
の
な
こ
そ
の
関
の
よ
ぶ
こ
鳥
何
に
つ
く
べ
き
我
が
身
な
る
ら
ん

（『
堀
河
百
首
』
春
二
十
首
・
換
子
鳥
・
俊
頼
・

）
216

さ
て
、
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
事
例
を
い
っ
た
ん
措
い
て
、
院
政
期
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当
時
の
一
般
的
な
先
行
歌
利
用
の
意
識
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
顕
季
自
身
は
歌
論
書
や
歌
学
書
を
残
し
て
い
な
い
が
、

古
歌
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
『
俊
頼
髄
脳
』
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て

い
る
。歌

を
詠
む
に
、
古
き
歌
に
詠
み
似
せ
つ
れ
ば
わ
ろ
き
を
、
い
ま
の
歌
詠

み
ま
し
つ
れ
ば
、
あ
し
か
ら
ず
と
ぞ
う
け
た
ま
は
る
。
…
…
詠
み
ま
さ

る
事
の
か
た
け
れ
ば
、
か
ま
へ
て
、
詠
み
あ
は
せ
じ
と
す
べ
き
な
り
（
3
）。

つ
ま
り
、
元
の
歌
に
比
し
て
優
れ
た
も
の
と
な
ら
な
い
の
な
ら
詠
む
べ
き

で
は
な
い
と
い
う
見
解
で
、
逆
に
言
え
ば
、
古
歌
を
摂
取
し
て
詠
み
出
さ
れ

た
歌
は
、
少
な
く
と
も
作
者
に
と
っ
て
元
の
歌
よ
り
も
優
れ
た
点
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
様
の
言
及
は
、
時
代
は
下
る
も
の
の
『
奥
義

抄
』
に
も
見
ら
れ
る
。

古
き
歌
の
心
は
詠
む
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
よ
く
詠
み
つ
れ
ば
、
み

な
用
ゐ
ら
る
。
名
を
得
た
ら
む
人
は
あ
な
が
ち
の
名
歌
に
あ
ら
ず
は
、

詠
み
だ
に
増
し
て
は
憚
る
ま
じ
き
な
り
。

こ
う
見
る
と
、
歌
合
に
お
い
て
判
を
有
利
と
す
る
目
的
で
判
者
の
歌
を
利

用
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
判
者
の
心
証
を
害
す
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
判
者
歌
利
用
は
こ
の
元
永
二
年
七
月
忠
通
歌

合
に
限
ら
ず
現
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
作
者
や
、
判
者
の
応
対
の
し
か
た
も

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
院
政
期
に
お
け
る
判
者
歌
利
用
の
具
体
例
を
挙
げ
、

作
者
の
目
的
、
お
よ
び
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
結
果
に
つ
い
て
再
検
討
し
、
判

者
歌
利
用
が
歌
合
の
場
で
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
た
か
考
察
し
て
い
く
。

二
、
顕
季
判
の
場
合

二
―
①

元
永
元
年
六
月
二
九
日

実
行
歌
合

顕
季
が
判
者
を
務
め
た
歌
合
の
う
ち
、
判
者
歌
を
利
用
し
て
詠
ん
だ
と
考

え
ら
れ
る
も
の
に
は
、
ま
ず
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
六
月
二
九
日
の
歌
合

が
あ
る
。
右
兵
衛
督
藤
原
実
行
が
自
身
の
舅
に
あ
た
る
顕
季
を
判
者
と
し
て

招
き
、
実
能
、
顕
輔
や
雅
定
ほ
か
親
族
・
姻
戚
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
。

な
お
主
催
者
実
行
は
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
に
も
自
家
に
歌
合
を
催
し
た

こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
本
歌
合
と
同
様
に
顕
季
が
判
者
を
務
め
縁
者
が
主

と
な
っ
て
参
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
歌
合
の
「
夏
月
」
三
番
・
右
に
お
い
て
、
次
の
歌
が
詠
ま
れ
、
勝
と

な
っ
た
。

夏
月
・
三
番
・
左

肥
前
（
4
）

夏
の
夜
の
空
さ
え
わ
た
る
月
か
げ
に
氷
の
衣
着
ぬ
人
ぞ
な
き

右
勝

大
進

み
る
か
ら
に
光
つ
ゆ
け
き
夏
の
夜
の
月
の
桂
に
風
や
ふ
く
ら
む

当
該
歌
は
三
句
以
下
が
次
の
顕
季
歌
と
ま
っ
た
く
一
致
し
て
お
り
、
表
現

的
に
も
趣
向
の
面
か
ら
も
明
ら
か
に
顕
季
歌
を
利
用
し
て
成
っ
た
も
の
と
見

ら
れ
る
（
5
）。

依
月
夏
涼

な
が
む
れ
ば
す
ず
し
か
り
け
り
夏
の
夜
の
月
の
桂
に
風
や
ふ
く
ら
ん

（『
六
条
修
理
大
夫
集
』

）
44

だ
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
本
歌
合
の
参
加
者
は
そ
も
そ
も
判
者
顕
季
に
近
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し
い
人
々
で
あ
り
、
元
永
二
年
七
月
の
忠
通
歌
合
に
初
め
て
顕
季
が
参
加
し

た
と
き
と
は
事
情
が
異
な
る
。
こ
の
判
者
歌
利
用
が
作
者
に
と
っ
て
「
挨

拶
」「
擦
り
寄
り
」
と
い
っ
た
社
交
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
の
で
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ま
た
一
方
で
判
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
歌
合
全
体
の
判
定
態
度
を
『
大

成
』
が
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

主
催
者
実
行
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
舅
顕
季
一
家
と
、
そ
の
縁
に
繋
が

る
人
人
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
た
本
歌
合
の
雰
囲
気
は
、
極
め
て
和
や

か
な
家
庭
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
判
者
顕
季
の
折
衷
的
な
評
論
態
度
と

相
俟
っ
て
、
そ
の
評
論
内
容
は
極
め
て
常
識
的
な
穏
か
な
も
の
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

本
歌
合
に
は
判
詞
が
残
ら
な
い
が
、『
袋
草
紙
』
下
巻
の
記
録
に
「
空
さ

え
わ
た
り
て
氷
の
衣
着
ぬ
人
な
し
と
侍
る
。
冬
の
歌
と
お
ぼ
ゆ
。
右
月
の
桂

歌
め
き
た
り
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勝
負
に
お
い
て
は
左
歌
の
季
節
感

が
難
じ
ら
れ
、
右
歌
と
顕
季
先
行
歌
の
二
首
の
類
似
が
特
に
問
題
と
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

か
と
い
っ
て
、
当
該
歌
へ
の
「
歌
め
き
た
り
」
と
い
う
高
評
価
が
判
者
歌

利
用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

二
―
②

保
安
二
年
（
一
一
二
一
）
閏
五
月
二
六
日

長
実
歌
合

先
の
例
は
顕
季
の
娘
婿
で
あ
る
実
行
の
主
催
で
あ
っ
た
が
、
同
様
に
保
安

二
年
、
顕
季
の
息
子
で
あ
る
内
蔵
頭
長
実
の
歌
合
で
顕
季
の
歌
が
利
用
さ
れ

た
例
が
あ
る
。

恋
・
十
四
番
・
左

新
宰
相
中
将

わ
が
恋
は
深
き
み
や
ま
の
蝉
な
れ
や
な
き
く
ら
せ
ど
も
知
る
人
も
な
き

右
勝

長
実

う
き
身
に
は
思
ひ
た
え
な
む
と
思
ふ
に
も
果
て
は
そ
れ
さ
へ
か
な
は
ざ

り
け
り

「
わ
が
恋
」
と
始
め
て
「
深
き
み
や
ま
」
云
々
と
例
え
る
の
は
管
見
の
限

り
当
該
歌
と
、『
六
条
修
理
大
夫
集
』
中
の
一
首
の
み
で
あ
る
。

初
恋

わ
が
恋
は
深
き
み
や
ま
の
松
な
れ
や
人
に
知
ら
れ
で
年
の
へ
つ
れ
ば

（『
六
条
修
理
大
夫
集
』

）
52

人
知
れ
ぬ
恋
と
い
う
趣
向
の
一
致
も
あ
り
、
発
想
、
表
現
の
両
面
で
元
の

顕
季
歌
に
依
拠
し
て
い
る
と
言
え
る
。

だ
が
、
新
宰
相
中
将
雅
定
の
本
歌
合
に
お
け
る
成
績
は
勝
一
、
持
一
、
負

一
で
、
最
終
題
の
こ
の
歌
の
み
負
と
な
っ
て
い
る
。
当
該
歌
合
に
は
判
詞
が

残
っ
て
お
ら
ず
、
顕
季
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
負
と
し
た
か
は
不
明
な
も
の

の
、
判
者
が
自
歌
の
利
用
を
受
け
て
判
定
を
甘
く
し
て
い
る
よ
う
な
節
は
見

ら
れ
な
い
。

さ
て
、
顕
季
判
の
歌
合
で
判
者
歌
が
利
用
さ
れ
た
二
例
と
も
、
顕
季
近
親

者
の
主
催
す
る
歌
合
で
、
判
者
歌
利
用
を
行
っ
て
い
る
作
者
は
い
ず
れ
も
顕

季
周
辺
の
歌
合
に
多
出
の
歌
人
で
あ
る
。
作
者
と
し
て
は
あ
え
て
「
挨
拶
」

を
行
う
必
要
が
な
く
、
ま
た
勝
敗
へ
影
響
し
た
様
子
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、

少
な
く
と
も
顕
季
に
つ
い
て
は
、
作
者
ら
が
判
者
に
擦
り
寄
る
目
的
で
判
者

歌
利
用
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
判
者
顕
季
の
態
度
に
つ
い
て
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も
、
判
詞
で
は
語
句
か
ら
受
け
る
印
象
や
題
の
心
に
言
及
す
る
こ
と
が
多
く
、

証
歌
や
本
歌
の
指
摘
は
判
者
歌
利
用
の
そ
れ
に
限
ら
ず
全
体
的
に
少
な
い
の

で
あ
る
。
顕
季
は
、
先
行
歌
利
用
自
体
に
さ
ほ
ど
関
心
を
払
っ
て
い
な
い
と

言
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
続
い
て
院
政
期
の
代
表
的
な
歌
合
判
者
の
一
人
で
あ
る
源
俊
頼

の
例
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

三
、
俊
頼
判
の
場
合

三
―
①

元
永
元
年
十
月
十
三
日

忠
通
歌
合

俊
頼
が
判
者
を
務
め
た
元
永
元
年
十
月
十
三
日
の
歌
合
は
、
元
永
年
間
の

極
め
て
近
い
時
期
に
頻
繁
に
開
催
さ
れ
た
忠
通
歌
合
の
一
つ
で
あ
り
、
十
月

二
日
、
十
一
日
に
続
く
当
月
三
度
目
の
開
催
と
な
っ
て
い
る
。
左
右
の
方
分

け
が
さ
れ
ず
当
座
に
番
わ
せ
た
ら
し
い
点
を
見
て
も
、
忠
通
歌
合
に
頻
出
す

る
参
加
者
ら
の
名
前
を
見
て
も
、
社
交
や
遊
宴
と
い
っ
た
目
的
は
薄
く
、
純

粋
に
文
芸
的
な
興
味
が
先
に
立
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
歌
合
の
「
鷹
狩
」
十
五
番
・
右
に
お
い
て
兼
昌
が
詠
ん
だ
歌
は
、『
散

木
奇
歌
集
』
中
の
語
句
を
利
用
し
て
い
る
。

鷹
狩
・
十
五
番
・
左
持

雅
兼

み
狩
す
る
か
た
野
の
小
野
と
知
り
な
が
ら
な
に
と
き
ぎ
す
の
跡
を
と
む

ら
む

右

兼
昌

み
狩
す
る
野
中
の
清
水
そ
こ
す
み
て
と
り
か
ふ
鷹
の
影
ぞ
う
つ
れ
る

当
該
歌
の
、
鷹
を
「
と
り
か
ふ
」
と
い
う
表
現
は
『
大
和
物
語
』
等
に
見

ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
地
の
文
で
の
用
例
で
あ
っ
て
、
和
歌
で
は
次
の
俊
頼

が
初
例
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
水
に
映
る
鷹
の
影
を
見
る
と
い
う
発
想

の
一
致
を
も
指
摘
で
き
よ
う
（
6
）。

人
人
十
首
歌
よ
み
け
る
に
鷹
狩
を
よ
め
る

は
し
鷹
を
と
り
か
ふ
沢
に
影
み
れ
ば
我
が
身
も
と
も
に
と
や
が
へ
り
せ

り

（『
散
木
奇
歌
集
』
巻
第
四
・

）
611

作
者
で
あ
る
兼
昌
は
忠
通
歌
壇
で
活
躍
し
た
歌
人
で
、『
金
葉
集
』
以
下

の
勅
撰
集
に
七
首
入
集
す
る
な
ど
当
時
か
ら
一
定
の
評
価
を
得
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
、
こ
の
歌
合
で
も
当
該
歌
が
持
と
な
っ
て
い
る
以
外
は
先
の
二
番

と
も
勝
を
収
め
て
い
る
。

当
該
歌
は
、
鷹
狩
の
用
語
を
用
い
て
「
我
が
身
」
を
詠
ん
だ
俊
頼
の
先
行

歌
か
ら
、
一
首
の
焦
点
を
鷹
そ
の
も
の
に
絞
り
、
老
い
の
嘆
き
を
思
わ
せ
る

「
と
や
が
へ
り
」
の
語
を
削
っ
て
、
歌
合
に
相
応
し
い
歌
に
仕
立
て
て
い
る
。

語
句
を
利
用
し
て
は
い
て
も
趣
向
に
変
化
を
つ
け
て
あ
る
点
は
、
顕
季
に
見

た
二
例
と
の
明
確
な
差
異
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
古
歌
の
語
句
を
利
用
す
る
際
、
俊
頼
は
後
述
す
る
基
俊
と
は

異
な
り
、
元
の
歌
か
ら
語
句
だ
け
を
切
り
出
し
趣
向
を
ま
っ
た
く
変
え
て
新

た
な
歌
の
境
地
を
作
り
出
す
こ
と
を
目
指
し
た
こ
と
が
、
鳥
井
千
佳
子
氏
に

よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

俊
頼
の
志
向
し
た
「
新
し
さ
」
は
、
そ
の
中
に
「
珍
し
さ
」
と
い
う
要

素
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
新
し
さ
」
は
こ

れ
ま
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
言
葉
そ
れ
自
体
が
新
奇

な
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
本
歌
に
対
す
る
固
定
し
た
先
入
観
を
逆
手
に
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と
っ
て
意
外
な
詠
み
替
え
を
す
る
と
い
う
、
方
法
的
な
新
し
さ
な
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
俊
頼
の
古
歌
利
用
の
方
法
は
、
本
歌
の
イ
メ
ー
ジ
が

し
っ
か
り
と
固
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
逆
に
利
用
し
て
、
受
け
手
が
期
待

す
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
っ
た
表
現
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
意
外

性
を
意
図
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
7
）。

こ
の
よ
う
な
先
行
歌
か
ら
の
趣
向
の
変
化
は
、
次
項
の
例
に
も
見
受
け
ら

れ
る
。

三
―
②

大
治
元
年
（
一
一
二
六
）
八
月

忠
通
歌
合

俊
頼
判
の
歌
合
で
は
も
う
一
例
、
俊
頼
の
先
行
歌
を
利
用
し
た
か
と
思
わ

れ
る
も
の
が
あ
る
。
大
治
元
年
八
月
の
や
は
り
忠
通
歌
合
で
、
歌
人
が
左
右

方
分
け
を
し
て
お
ら
ず
当
座
に
相
手
を
探
っ
て
い
る
こ
と
も
、
先
に
見
た
元

永
元
年
忠
通
歌
合
の
例
と
同
様
で
あ
る
。
証
本
に
「
後
日
献
判
詞
」
と
あ
っ

て
後
日
の
追
判
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、「
恋
」
二
番
・
左
の
判
詞
に
は
俊
頼

歌
に
つ
い
て
の
疑
義
を
「
人
た
づ
ね
ら
る
」
と
あ
っ
て
、
恐
ら
く
当
座
に
既

に
論
難
や
判
定
は
行
わ
れ
て
お
り
、
後
日
そ
れ
を
整
理
し
て
献
じ
た
も
の
と

『
大
成
』
が
指
摘
し
て
い
る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

恋
・
二
番
・
左

俊
頼
朝
臣

秋
の
田
の
刈
る
ほ
ど
も
な
く
か
へ
さ
れ
て
忍
び
も
あ
へ
ぬ
ね
に
ぞ
そ
ぼ

つ
る

右
勝

雅
光

あ
だ
し
野
の
は
ぎ
の
す
ゑ
ば
の
露
よ
り
も
あ
や
し
く
も
ろ
き
我
が
な
み

だ
か
な

さ
き
の
歌
は
、「
田
は
秋
か
へ
す
や
」
な
ど
、
人
た
づ
ね
ら
る
。
尤

し
か
る
べ
し
。
証
歌
を
申
す
べ
け
れ
ど
覚
え
ず
。
但
、
涅
槃
経
名
字

功
徳
品
の
中
に
「
譬
如
唖耕
哀田
秋
耕
為
愛勝
。
此
経
如
哀是
諸
経
に

勝
」
と
い
へ
る
文
を
思
へ
ば
、
な
ど
か
秋
か
へ
す
と
詠
ま
ざ
ら
む
。

但
、
そ
の
た
づ
ね
ま
で
に
も
お
よ
ば
ず
。
次
の
歌
、
い
と
を
か
し
。

う
た
が
ひ
も
な
く
勝
つ
べ
き
に
や
。

俊
頼
と
番
に
な
っ
た
雅
光
歌
は
「
萩
の
末
葉
の
露
」
を
詠
ん
で
い
る
。
萩

の
露
と
い
う
題
材
は
『
拾
遺
集
』
等
に
も
あ
る
が
、
こ
の
「
末
葉
の
露
」
と

い
う
語
句
は
『
堀
河
百
首
』
俊
頼
歌
と
、
少
々
時
代
を
下
っ
て
『
詞
花
和
歌

集
』
増
基
歌
に
の
み
見
え
る
（
8
）。

秋
は
ぎ
の
す
ゑ
ば
の
露
に
な
づ
さ
ひ
て
さ
ま
に
も
お
は
ぬ
す
り
衣
か
な

（『
堀
河
百
首
』
秋
二
十
首
・
萩
・
俊
頼
・

）
600

世
中
さ
わ
が
し
く
き
こ
え
け
る
こ
ろ
よ
め
る

あ
さ
な
あ
さ
な
鹿
の
し
が
ら
む
萩
の
え
の
す
ゑ
ば
の
露
の
あ
り
が
た
の

よ
や

（『
詞
花
集
』
巻
第
十
・
雑
下
・
増
基
法
師
・

）
353

当
該
歌
に
も
先
行
歌
と
の
趣
向
の
変
化
が
あ
り
、
先
行
歌
で
は
秋
の
景
物

で
あ
っ
た
萩
の
露
が
、
こ
こ
で
は
恋
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

『
俊
頼
髄
脳
』
が
「
詠
み
ま
さ
る
事
の
か
た
け
れ
ば
、
か
ま
へ
て
、
詠
み
あ

は
せ
じ
と
す
べ
き
」
と
し
た
思
想
は
、「
詠
み
ま
さ
る
」
な
ら
ば
た
と
え
利

用
さ
れ
る
の
が
俊
頼
自
身
の
歌
で
あ
っ
て
も
咎
め
な
い
も
の
と
し
て
、
歌
論

家
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
実
作
者
と
し
て
も
歌
合
判
者
と
し
て
も
一
貫
し
た

姿
勢
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
判
者
歌
利
用
を
行
う
の
が
歌

人
と
し
て
一
定
の
実
力
者
で
あ
る
こ
と
も
、
元
永
元
年
忠
通
歌
合
と
の
共
通
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点
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。
作
者
雅
光
は
忠
通
歌
合
の
ほ
と
ん
ど
に
参
加
し

て
い
る
歌
人
で
、
勅
撰
集
に
十
七
首
が
採
ら
れ
て
い
る
。
本
歌
合
の
先
の
番

で
も
勝
ち
、
全
体
で
勝
二
と
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
を
判
者
に
よ
る
歌
そ
の
も
の
の
評
価
に
た
だ
ち
に
つ

な
げ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
該
歌
の
番
の
相
手
は
俊
頼
自
身
で
あ

り
、
自
歌
を
謙
遜
し
て
負
と
し
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
俊
頼

が
判
者
と
作
者
を
兼
ね
る
場
合
、
勝
負
は
相
手
方
に
譲
る
こ
と
が
多
く
、
本

歌
合
で
も
片
方
は
一
番
左
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
歌
を
二
首
と
も
負

に
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
俊
頼
と
判
者
歌
利
用
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
基
俊

判
に
お
け
る
例
と
合
わ
せ
て
改
め
て
考
察
を
加
え
た
い
。

四
、
基
俊
判
の
場
合

四
―
①

永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
八
月

雲
居
寺
結
縁
後
宴
歌
合

雲
居
寺
結
縁
後
宴
歌
合
は
、
雲
居
寺
の
上
人
瞻
西
の
主
催
に
な
り
、
参
加

者
も
そ
の
有
縁
の
人
々
で
あ
る
。
本
歌
合
に
お
け
る
判
者
の
態
度
に
つ
い
て

『
大
成
』
は
「
否
定
的
な
評
言
を
以
っ
て
、
作
品
を
貶
め
負
を
宣
す
る
よ
り

も
、
肯
定
的
な
評
語
を
用
い
て
勝
ち
を
賞
揚
し
、
或
は
、
持
と
す
る
こ
と
が

多
い
」、
た
だ
し
「
本
歌
や
証
歌
を
即
座
に
引
用
し
て
、
用
語
表
現
の
失
錯

を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
頗
る
鋭
い
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
判
詞
全
体
の

雰
囲
気
を
見
れ
ば
頷
け
る
（
9
）も
の
の
、
中
に
は
本
歌
や
証
歌
を
掲
げ
ず
印
象
に

よ
っ
て
批
判
を
行
っ
て
い
る
よ
う
な
番
も
見
え
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な

例
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

九
月
尽
・
十
五
番
・
左
持

上
人

唐
錦
ぬ
さ
に
た
ち
も
て
ゆ
く
秋
も
今
日
や
手
向
け
の
山
路
こ
ゆ
ら
む

右

前
木
工
頭
俊
頼

あ
け
ぬ
と
も
な
ほ
秋
風
は
お
と
づ
れ
て
野
辺
の
け
し
き
よ
お
も
が
は
り

す
な「

唐
錦
ぬ
さ
に
た
ち
も
て
ゆ
く
秋
は
」
と
詠
め
る
、
紅
葉
ぞ
少
し
あ

ら
ま
ほ
し
け
れ
ど
、「
な
ほ
秋
風
は
お
と
づ
れ
て
」
と
い
へ
る
つ
づ

き
、
た
を
や
か
な
ら
ね
ば
、
こ
れ
も
か
れ
も
お
な
じ
や
う
に
ぞ
見
給

へ
侍
る
。

判
詞
を
見
る
と
、
左
右
と
も
に
優
れ
て
の
持
で
は
な
く
、
左
歌
は
「
紅

葉
」
の
語
が
足
り
ず
歌
意
が
不
明
瞭
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
右
歌
は
二
句
、

三
句
を
「
た
を
や
か
な
ら
ね
ば
」
と
難
じ
ら
れ
て
の
持
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
「
風
」
が
「
お
と
づ
れ
」
る
と
い
う
表
現
は
、
例
え
ば
次
の

『
輔
親
集
』
や
『
堀
河
百
首
』
顕
仲
の
歌
な
ど
が
既
に
あ
っ
て
（

）、
用
語
表
現

10

に
お
い
て
先
例
の
有
無
を
重
視
す
る
基
俊
と
し
て
は
珍
し
い
難
の
付
け
方
と

言
え
る
。

あ
だ
に
さ
る
事
な
ら
ま
し
か
ば
、
な
ど
か
は
と
は
ざ
ら
ま
し
と
て

浜
風
も
何
に
つ
け
て
か
お
と
づ
れ
ん
沖
つ
白
波
よ
る
と
し
る
し
る

（『
輔
親
集
』

）
109

ふ
く
風
の
荻
の
う
は
葉
に
お
と
づ
れ
て
け
ふ
こ
そ
秋
の
た
つ
日
な
り
け

れ

（『
堀
河
百
首
』
秋
二
十
首
・
立
秋
・
顕
仲
・

）
570

す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
判
詞
に
記
さ
れ
た
も
の
以
外
に
も
、
基
俊
に
当
該

歌
を
難
じ
さ
せ
る
理
由
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と

し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
当
該
歌
が
『
基
俊
集
』
中
の
一
首
か
ら
語
句
を
利

8



用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
き
ご
ろ
わ
づ
ら
ふ
こ
と
侍
り
て
、
し
ほ
ゆ
あ
み
ん
と
て
つ
の
国

の
か
た
に
ま
か
り
て
、
ゆ
あ
み
は
て
て
の
ぼ
り
侍
り
し
か
ど
、
な

ほ
や
ま
ひ
や
み
侍
ら
ざ
り
し
か
ば
、
心
ぼ
そ
く
お
も
ひ
給
へ
侍
り

し
に
、
松
の
木
あ
ま
た
た
て
る
所
を
す
ぎ
侍
り
し
に
、
こ
こ
は
い

づ
く
ぞ
と
と
ひ
侍
り
し
か
ば
、
み
か
げ
の
松
と
な
ん
い
ふ
と
人
の

申
し
し
か
ば

世
に
あ
ら
ば
ま
た
帰
り
こ
ん
津
の
国
の
み
か
げ
の
松
よ
お
も
が
は
り
す

な

（『
基
俊
集
』

）
146

和
歌
で
「
お
も
が
は
り
す
な
」
は
こ
れ
以
前
に
用
例
を
見
な
い
。
基
俊
歌

は
年
次
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
基
俊
集
』
は
永
久
末
年
（
一
一
一
八
）

頃
の
自
撰
で
あ
り
、
こ
れ
が
詠
作
年
の
下
限
と
な
る
。
さ
ら
に
当
該
歌
の
含

ま
れ
る
辺
り
は
お
お
む
ね
詠
作
年
次
順
の
配
列
を
成
す
た
め
、
一
一
一
一
〜

一
一
一
三
年
頃
の
詠
と
推
定
さ
れ
る
。

自
身
の
変
調
の
不
安
か
ら
不
変
の
象
徴
で
あ
る
松
に
望
み
を
託
す
基
俊
歌

に
対
し
、
秋
か
ら
冬
の
景
色
へ
と
い
う
当
然
の
変
化
を
禁
止
し
て
み
せ
る
こ

と
で
秋
を
惜
し
ん
だ
俊
頼
歌
は
、
先
行
歌
か
ら
趣
向
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
を

条
件
と
す
る
俊
頼
自
身
の
先
行
歌
利
用
意
識
に
は
適
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ

れ
は
基
俊
の
批
評
意
識
と
は
食
い
違
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
基
俊
歌
論
の
特
徴
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
基

俊
は
古
歌
の
語
句
を
取
る
場
合
、
元
の
歌
の
情
趣
と
食
い
違
う
こ
と
を
強
く

否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
保
安
二
年
（
一
一
二
〇
）
忠
通
歌

合
で
の
次
の
よ
う
な
判
詞
に
典
型
的
に
表
れ
て
い
る
。

山
月
・
二
番
・
左

俊
頼
朝
臣

今
宵
し
も
姥
捨
山
の
月
を
見
て
心
の
か
ぎ
り
つ
く
し
つ
る
か
な

右

基
俊
朝
臣

穴
師
山
桧
原
が
し
た
に
も
る
月
を
は
だ
れ
雪
と
も
思
ひ
け
る
か
な

左
歌
は
、「
今
宵
し
も
を
ば
す
て
山
の
」
な
ど
い
へ
る
文
字
つ
づ
き
、

こ
と
な
る
こ
と
も
な
く
ぞ
見
え
侍
る
に
、
ま
た
姥
捨
山
の
月
は
な
ぐ

さ
め
が
た
き
こ
と
に
ぞ
い
に
し
へ
よ
り
詠
み
ふ
る
し
た
る
を
、
こ
の

歌
に
は
心
を
つ
く
す
と
侍
る
こ
そ
、
耳
な
れ
ず
あ
た
ら
し
き
心
地
し

侍
れ
。
右
の
「
ひ
ば
ら
が
し
た
に
も
る
月
」
は
、
難
ず
べ
き
と
こ
ろ

は
な
け
れ
ど
も
、
古
め
き
す
ぎ
て
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
さ
ま
に
は
べ
れ

ば
、
劣
る
と
申
す
べ
き
に
や
侍
ら
ん
。

﹇
裏
﹈
こ
の
う
た
ど
も
別
無
唖其
難
亜。
左
歌
は
、「
木
の
間
よ
り
も
り

く
る
月
の
影
み
れ
ば
心
づ
く
し
の
秋
は
来
に
け
り
」
と
い
ふ
歌
あ
り
。

そ
れ
に
よ
そ
へ
ら
れ
た
れ
ど
も
、「
つ
く
し
つ
る
か
な
」
と
あ
る
義

に
あ
は
ず
、
心
得
ず
。
方
人
申
云
、「『
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
さ

ら
し
な
や
姥
捨
山
に
照
る
月
を
見
て
』
と
詠
め
る
歌
あ
れ
ば
、『
つ

く
し
つ
る
か
な
』
は
、
さ
や
う
の
心
に
や
さ
ぶ
ら
ふ
ら
む
」。
判
者

云
、「
姥
捨
山
の
月
は
、『
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
』
と
こ
そ
詠
め
れ
。
心

づ
く
し
に
は
あ
ら
ず
」。
右
歌
、「
穴
師
山
ひ
ば
ら
が
し
た
の
な
か
つ

道
は
だ
れ
霜
ふ
る
月
い
で
に
け
り
」
と
い
ふ
歌
を
思
ひ
て
詠
め
る
か
。

左
詠
唖僻
事
亜、
右
似
唖古
歌
亜。
持
と
や
申
す
べ
か
ら
む
。

問
題
の
永
久
四
年
雲
居
寺
結
縁
後
宴
歌
合
で
、
基
俊
の
判
詞
が
先
行
歌
か

ら
の
趣
向
の
変
化
を
問
題
と
し
て
指
摘
せ
ず
印
象
批
評
に
寄
っ
て
い
た
の
は
、
9



こ
こ
で
本
歌
と
な
っ
て
い
る
の
が
自
作
で
あ
る
た
め
、
尊
重
す
べ
き
古
歌
と

し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
憚
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

四
―
②

保
安
二
年
九
月
十
二
日

忠
通
歌
合
〈
1
〉

最
後
に
、
保
安
二
年
九
月
十
二
日
の
忠
通
歌
合
に
お
け
る
判
者
歌
利
用
に

つ
い
て
見
て
ゆ
く
。

野
風
・
一
番
・
左

俊
頼
朝
臣

け
さ
み
れ
ば
萩
を
み
な
へ
し
な
び
か
し
て
や
さ
し
の
野
辺
の
風
の
け
し

き
や

右
勝

基
俊

た
か
ま
ど
の
野
路
の
篠
原
す
ゑ
さ
は
ぎ
そ
そ
や
秋
風
今
日
ふ
き
ぬ
な
り

左
歌
、「
萩
を
み
な
へ
し
な
び
か
し
て
」
と
い
ふ
文
字
つ
づ
き
、「
や

さ
し
の
野
辺
」
な
ど
ま
で
、
い
と
見
ど
こ
ろ
な
く
侍
め
り
。
誹
諧
の

体
の
言
葉
ゆ
か
ぬ
に
て
こ
そ
侍
め
れ
。
右
歌
、
さ
ま
も
い
と
た
か
く
、

言
葉
を
か
し
う
侍
れ
ば
、
勝
つ
べ
き
に
や
と
思
給
も
い
か
が
侍
ら
む
。

﹇
裏
﹈
左
方
人
、
右
歌
の
「
そ
そ
や
」
と
い
ふ
言
葉
を
す
こ
ぶ
る
嘲

り
申
す
。
判
者
云
、「
左
歌
、『
な
び
か
し
て
』
と
い
ふ
言
葉
い
み
じ

く
け
な
る
さ
ま
な
り
。
上
句
す
こ
ぶ
る
力
も
な
き
や
う
な
り
。
右
歌
、

『
そ
そ
や
』
と
よ
め
る
は
曾
禰
好
忠
歌
に
、『
そ
そ
や
秋
風
ふ
き
ぬ
な

り
』
と
よ
め
れ
ば
、
証
歌
な
き
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
右
を
や
ま
さ
れ

り
と
申
す
べ
か
ら
ん
」

こ
の
「
野
風
」
一
番
・
左
の
俊
頼
歌
の
本
歌
と
し
て
『
大
成
』
当
該
歌
合

「
史
的
評
価
」
項
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
も
の
が
、
永
久
四
年
雲
居
寺
結
縁

後
宴
歌
合
の
基
俊
歌
で
あ
る
。

風
・
一
番
・
左
勝

皇
后
宮
摂
津
君

荻
の
葉
の
そ
よ
と
も
す
れ
ば
待
つ
人
に
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
秋
の
夕
風

右

基
俊

秋
に
あ
へ
ず
さ
こ
そ
は
く
ず
の
い
ろ
づ
か
め
あ
な
う
ら
め
し
の
風
の
け

し
き
や

荻
の
葉
の
ま
つ
人
か
と
驚
か
る
ら
む
も
、
心
あ
る
さ
ま
に
を
か
し
う

侍
め
り
。
右
の
秋
に
あ
へ
ぬ
葛
の
負
け
ぬ
ら
む
も
、
ま
こ
と
に
う
ら

め
し
げ
に
、
い
と
ほ
し
う
ぞ
侍
る
や
。

結
句
「
風
の
け
し
き
や
」
は
基
俊
・
俊
頼
以
外
に
例
を
見
な
い
（

）。「
風
の

11

け
し
き
」
の
語
が
和
歌
に
見
え
る
最
も
早
い
例
は
『
御
堂
関
白
集
』「
こ
こ

に
て
も
風
の
け
し
き
の
秋
ふ
か
き
山
の
お
く
の
み
な
が
め
や
ら
る
る
」
で
、

「
山
の
け
し
き
」「
松
風
」
の
語
へ
の
返
歌
と
し
て
出
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

基
俊
の
先
行
歌
が
詠
ま
れ
た
雲
居
寺
結
縁
後
宴
歌
合
に
は
、
先
に
見
た
通
り

俊
頼
自
身
が
臨
席
し
て
お
り
、
本
歌
合
で
も
基
俊
歌
を
意
識
的
に
利
用
し
た

も
の
と
見
て
よ
い
。

当
該
歌
は
、
題
「
風
」
に
つ
い
て
先
行
歌
の
語
句
を
利
用
し
つ
つ
も
、

「
う
ら
め
し
の
風
」
を
「
や
さ
し
の
野
辺
の
風
」
と
捉
え
方
を
変
化
さ
せ
て

い
る
点
、
俊
頼
の
先
行
歌
利
用
の
態
度
は
一
貫
し
て
い
る
。

翻
っ
て
判
者
基
俊
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
当
該
歌
合
に
は
紙
背
に
裏
書
さ

れ
た
当
座
判
と
、
後
日
に
清
書
さ
れ
た
と
思
し
い
表
の
判
詞
と
が
残
っ
て
お

り
、
ど
ち
ら
も
負
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
判
詞
を
見
る
と
、
当
座
に
は

「『
な
び
か
し
て
』
と
い
ふ
言
葉
い
み
じ
く
け
な
る
さ
ま
な
り
。
上
句
す
こ
ぶ

10



る
力
も
な
き
や
う
な
り
」、
後
日
に
は
「
左
歌
、『
萩
を
み
な
へ
し
な
び
か
し

て
』
と
い
ふ
文
字
つ
づ
き
、『
や
さ
し
の
野
辺
』
な
ど
ま
で
、
い
と
見
ど
こ

ろ
な
く
侍
め
り
」
と
、
基
俊
歌
か
ら
の
利
用
で
あ
る
結
句
以
外
は
全
て
を
難

じ
て
お
り
、
し
か
も
印
象
批
評
の
色
が
濃
い
。

こ
の
歌
合
に
お
け
る
基
俊
の
判
定
態
度
は
全
体
に
穏
健
で
、
負
と
す
る
場

合
に
は
題
の
本
意
や
証
歌
の
有
無
を
問
題
と
し
て
明
確
に
指
摘
し
よ
う
と
す

る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
（

）。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
先
行
歌
の
趣
向
を
そ
の
ま
ま

12

に
尊
重
す
べ
き
と
考
え
る
基
俊
の
思
想
と
、
そ
の
一
方
で
自
歌
を
本
歌
と
し

て
指
摘
す
る
こ
と
へ
の
躊
躇
と
が
、
他
番
と
は
異
な
る
攻
撃
的
か
つ
印
象
批

評
的
な
判
詞
を
書
か
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
勝
負
の
判
定
自
体
に
つ
い
て
は
、
本
歌
合
で
俊
頼
歌
と
番
っ
て
い

る
の
が
基
俊
自
身
の
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
作
を
擁
護
し
て
の
も
の
か
と

も
思
わ
れ
る
。
利
用
さ
れ
た
基
俊
の
先
行
歌
も
、
基
俊
が
判
者
と
し
て
負
に

は
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
番
左
を
相
手
に
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

四
―
③

保
安
二
年
九
月
十
二
日

忠
通
歌
合
〈
2
〉

さ
ら
に
同
じ
歌
合
で
も
う
一
首
、
基
俊
歌
の
語
句
を
用
い
て
詠
ま
れ
た
も

の
が
あ
る
。庭

露
・
六
番
・
左
持

親
隆

露
し
げ
み
さ
こ
そ
恋
す
る
宿
な
ら
め
玉
ち
る
庭
と
人
や
み
る
ら
む

右

為
真

み
ど
り
な
る
た
ま
ぬ
き
ち
ら
す
心
地
し
て
こ
け
む
す
庭
に
お
け
る
朝
露

左
歌
、「
露
し
げ
み
さ
こ
そ
恋
す
る
宿
な
ら
め
」
と
い
へ
る
言
葉
こ

そ
、
つ
づ
き
も
な
き
や
う
に
侍
れ
。
又
、
露
し
げ
き
宿
に
は
か
な
ら

ず
恋
す
る
こ
と
に
や
は
あ
ら
む
。
又
、「
玉
ち
る
庭
」
も
い
と
お
ど

ろ
お
ど
ろ
し
う
。
さ
れ
ば
、
露
の
玉
に
は
あ
ら
で
、
和
泉
式
部
が
貴

船
に
ま
ゐ
り
て
詠
む
歌
に
、「
も
の
お
も
へ
ば
沢
の
蛍
を
わ
が
身
よ

り
あ
く
が
れ
に
け
る
た
ま
か
と
ぞ
み
る
」
御
返
し
、「
奥
山
に
た
ぎ

り
て
お
つ
る
滝
つ
瀬
に
た
ま
ち
る
ば
か
り
も
の
な
思
ひ
そ
」
と
侍
れ

ば
、
玉
ち
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
露
の
歌
か
な
ひ
た
り
と
も
お
ぼ
え
侍

ら
ず
。
右
歌
、
紙
燭
五
寸
が
う
ち
に
十
首
な
ど
詠
む
歌
の
心
地
し
侍

れ
ば
、
悪
し
良
し
申
す
べ
き
ほ
ど
に
も
侍
ら
ざ
め
り
。
さ
れ
ば
持
と

や
申
す
べ
き
。

﹇
裏
﹈
左
歌
、「
玉
ち
る
」
と
詠
め
る
如
何
。
貴
布
禰
明
神
託
宣
和

泉
式
部
歌
に
「
た
ま
ち
る
ば
か
り
も
の
な
思
ひ
そ
」
と
詠
め
る
に
思

ひ
よ
そ
へ
た
る
か
。
そ
れ
は
魂
ち
る
と
詠
ま
せ
た
ま
へ
る
な
り
。
さ

れ
ば
露
に
は
い
か
が
あ
る
べ
か
ら
ん
。
方
人
申
云
、「
露
は
玉
に
似

た
り
、
涙
も
玉
に
に
た
り
と
詠
め
れ
ば
、
そ
の
難
い
か
が
侍
る
べ
か

ら
む
」
判
者
な
ほ
か
た
ぶ
か
れ
て
、「
持
と
ぞ
見
ゆ
る
」
と
申
す
、

右
歌
こ
と
な
る
難
な
け
れ
ば
な
り
。

こ
の
「
庭
露
」
六
番
・
右
の
為
真
歌
の
第
二
句
「
玉
ぬ
き
ち
ら
す
」
の
語

は
、
同
時
代
以
前
、
基
俊
以
外
に
用
例
が
見
え
な
い
（

）。
13

草
中
露

萩
が
葉
に
玉
ぬ
き
ち
ら
す
朝
露
を
さ
な
が
ら
け
た
て
み
る
よ
し
も
が
な

〈『
基
俊
集
』

〉
17

題
に
伴
い
、
基
俊
の
先
行
歌
で
は
漠
然
と
草
中
で
あ
っ
た
も
の
が
為
真
歌

11



で
は
庭
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
設
定
の
変
化
は
あ
る
も
の
の
、
一
首
の

趣
向
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
。
つ
ま
り
先
の
俊
頼
に
よ
る
利
用
と

異
な
り
、
基
俊
と
し
て
は
積
極
的
に
否
定
す
る
理
由
が
な
い
。
た
だ
し
私
見

で
は
和
歌
そ
の
も
の
の
出
来
栄
え
も
先
行
歌
と
比
べ
て
特
に
優
れ
た
と
こ
ろ

が
な
く
、
凡
庸
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
判
詞
を
見
て
も
や
は
り
、
裏
書

の
当
座
判
で
も
表
の
整
理
さ
れ
た
判
で
も
明
確
に
用
語
表
現
を
難
じ
ら
れ
て

い
る
左
歌
に
対
し
て
、
右
歌
に
目
立
っ
た
難
は
な
い
が
敢
え
て
褒
め
る
ほ
ど

の
こ
と
も
な
く
、
同
じ
程
度
の
歌
で
あ
ろ
う
と
い
う
評
で
あ
る
。
表
の
「
紙

燭
五
寸
が
う
ち
に
十
首
な
ど
詠
む
歌
の
心
地
」
云
々
は
基
俊
が
よ
く
す
る
と

こ
ろ
の
皮
肉
な
ユ
ー
モ
ア
で
、
文
字
通
り
に
は
受
け
止
め
ら
れ
な
い
。
基
俊

に
つ
い
て
も
、
判
者
歌
利
用
が
判
定
を
有
利
に
す
る
こ
と
は
な
い
と
言
い

切
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

先
に
見
た
通
り
、
俊
頼
は
自
ら
が
作
者
と
な
っ
て
詠
む
際
に
は
元
の
歌
か

ら
い
か
に
趣
向
を
変
え
る
か
を
意
識
し
、
ま
た
判
者
を
務
め
る
場
合
に
も
そ

の
よ
う
な
歌
を
評
価
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
歌
合
に
お

い
て
両
判
で
、
あ
る
い
は
左
右
に
分
か
れ
て
の
論
争
を
繰
り
広
げ
た
相
手
で

あ
る
基
俊
が
、
先
行
歌
の
語
句
を
取
る
際
に
は
一
首
の
趣
向
も
そ
れ
に
従
う

べ
き
と
す
る
古
歌
利
用
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
十
分
承
知
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
俊
頼
は
基
俊
判
の
歌
合
で
基
俊
歌
の
詞
を
取
り
、
そ
の
趣

向
を
変
え
て
利
用
し
て
い
る
。
勝
負
の
判
定
な
ど
が
不
利
に
な
る
こ
と
は
当

然
承
知
し
て
の
ふ
る
ま
い
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

俊
頼
は
本
歌
取
を
和
歌
の
「
新
し
さ
」
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
行
っ
た

が
、
判
者
歌
利
用
で
は
そ
れ
は
単
な
る
詠
作
上
の
技
法
を
超
え
て
、
歌
合
の

場
に
お
い
て
自
ら
の
歌
論
を
展
開
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

五
、
ま
と
め

歌
合
の
参
加
者
が
判
者
の
先
行
歌
を
利
用
し
て
詠
む
例
は
、
判
詞
に
指
摘

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
顕
季
だ
け
で
な
く
院
政
期
の
代
表
的
な
判
者

三
人
の
誰
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
た
。
同
時
に
、
判
者
歌
利
用
が
勝
負
に
有
利

に
働
く
こ
と
も
な
く
、
判
者
へ
の
「
挨
拶
」「
擦
り
寄
り
」
は
、
少
な
く
と

も
歌
合
に
お
け
る
判
者
歌
利
用
の
目
的
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
判
者
顕
季
が
語
句
や
発
想
・
趣
向
を
そ
の
ま
ま
に
利
用
し
た

「
月
の
桂
」
歌
を
容
認
し
て
い
る
の
は
、
判
者
自
身
の
歌
論
意
識
に
よ
っ
て

積
極
的
に
肯
定
し
た
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
関
心
の
薄
さ
の
た
め
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
歌
合
の
主
催
・
参
加
者
が
近
親
者
や
縁
者
で
あ
っ
て
、
厳
格
な
批

評
を
必
要
と
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
判
者
基
俊
は
自
歌
の
語
句
を
使
わ
れ
た
際
、
証
歌
や
題
の
本
意
に

言
及
せ
ず
簡
潔
な
印
象
批
評
で
済
ま
せ
る
傾
向
が
あ
る
も
の
の
、
趣
向
を
変

化
さ
せ
て
い
る
も
の
は
難
と
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
難
な
し
と
し
て
い
る
。

俊
頼
も
ま
た
判
者
と
し
て
自
歌
の
利
用
を
咎
め
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
趣

向
を
変
化
さ
せ
て
あ
っ
た
た
め
で
、
元
が
判
者
歌
だ
か
ら
で
は
な
く
俊
頼
自

身
の
和
歌
批
評
意
識
に
適
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
、
歌
論
書
・
歌
合
で
の

判
・
実
作
に
一
貫
性
が
見
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
先
行
歌
利
用
に
対
す
る
判
者
の
態
度
と
し
て
、
元
永
二
年
七
月

12



十
三
日
忠
通
歌
合
に
は
も
う
一
つ
興
味
深
い
例
が
あ
る
。
こ
の
歌
合
は
顕
季

の
当
座
判
に
加
え
て
執
筆
者
不
明
の
追
判
を
有
し
て
お
り
、
そ
ち
ら
は
俊
頼

の
手
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
以
前
論
じ
た
が
（

）、「
暮
月
」
六
番
・

14

右
・
雅
兼
の
歌
に
つ
い
て
顕
季
判
と
追
判
の
態
度
は
異
な
っ
て
い
る
。

暮
月
・
六
番

左

女
房
摂
津
君

竹
の
葉
に
秋
風
そ
よ
ぐ
夕
暮
は
月
の
ひ
か
り
も
心
に
ぞ
し
む

右
勝

雅
兼

た
か
ま
ど
の
山
の
す
そ
野
の
夕
露
に
光
さ
し
そ
ふ
弓
張
の
月

左
歌
、
さ
せ
る
事
な
し
。
右
歌
は
、
す
ゑ
な
だ
ら
か
に
や
、
仍
、
右

勝
。

又
判
云
、
は
じ
め
の
竹
の
お
な
じ
心
に
や
。
猶
竹
な
ど
も
思
ひ
よ
せ

ば
、
よ
と
も
云
ひ
、
ふ
し
な
ど
に
か
け
て
歌
め
か
せ
ば
、
や
さ
し
事

な
れ
ば
、
さ
せ
る
事
な
き
や
う
に
見
ゆ
。
是
も
猶
夕
暮
の
月
と
い
ふ

ば
か
り
を
夕
月
夜
に
せ
む
事
お
ぼ
つ
か
な
し
。
暮
月
と
い
ふ
は
、
こ

れ
も
ひ
が
事
に
は
候
は
ず
も
や
あ
ら
む
。
な
ほ
、
つ
き
た
ち
の
月
を

云
ふ
べ
き
に
や
。
但
、
み
る
心
あ
り
て
こ
そ
こ
れ
に
も
よ
み
候
ふ
ら

め
。
偏
に
難
じ
申
す
べ
き
に
は
あ
ら
ず
。
た
だ
御
言
に
候
ふ
べ
き
な

り
。
右
歌
は
、
た
か
ま
ど
思
ひ
か
け
ず
。
た
だ
し
、
す
ゑ
に
弓
は
り

と
い
は
ん
と
て
、
的
と
お
ぼ
し
く
て
引
き
よ
せ
た
る
に
や
。
事
お
ほ

か
る
や
う
に
き
こ
ゆ
れ
ど
、
た
は
ぶ
れ
ね
ば
、
勝
に
も
や
候
は
む
。

こ
こ
で
顕
季
に
「
な
だ
ら
か
に
や
」
と
評
さ
れ
た
下
句
、
お
よ
び
追
判
で

「
思
ひ
か
け
ず
」
と
さ
れ
た
「
た
か
ま
ど
の
山
」
は
、
堀
河
院
の
先
行
歌
に

基
づ
い
て
い
る
（

）。
15

雲
間
微
月
と
い
ふ
事
を

し
き
し
ま
や
た
か
ま
ど
山
の
雲
ま
よ
り
光
さ
し
そ
ふ
ゆ
み
は
り
の
月

（『
新
古
今
集
』
巻
第
四
・
秋
歌
上
・
堀
河
院
御
歌
・

）
383

顕
季
判
に
も
と
よ
り
本
歌
や
証
歌
の
指
摘
が
少
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た

通
り
で
あ
る
が
、
追
判
は
一
首
の
中
に
あ
え
て
高
円
山
を
詠
み
込
む
必
然
性

が
な
い
と
し
て
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
堀
河
院
の
先
行
歌
で
は
題
が
「
雲
間

微
月
」
で
あ
り
、
山
を
詠
ん
で
視
線
を
空
へ
向
か
わ
せ
る
と
い
う
意
味
が

あ
っ
た
が
、
雅
兼
歌
で
は
そ
の
よ
う
な
働
き
は
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
指
摘
に

は
一
定
の
理
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
仮
に
基
俊
の
判
な
ら
ば
、
先
行
歌
の

情
景
に
従
い
、「
光
さ
し
そ
ふ
弓
張
の
月
」
と
い
う
語
句
自
体
が
高
円
山
を

詠
み
込
む
理
由
と
し
て
十
分
認
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
俊
頼
が
こ
こ
で
述
べ

て
い
る
の
は
、
先
行
歌
を
利
用
す
る
際
に
は
語
句
の
み
を
取
っ
て
よ
い
の
で

あ
り
、
先
行
歌
の
中
で
そ
の
語
句
が
ど
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
た
か

は
問
題
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
顕
季
へ
の
追
判
の
み
な
ら
ず
基
俊
当
座
判
の
歌
合
で
も
そ
の
姿

勢
を
貫
き
、
さ
ら
に
あ
え
て
基
俊
の
歌
を
利
用
し
て
み
せ
る
の
は
、
そ
の
場

が
雲
居
寺
あ
る
い
は
忠
通
歌
合
と
い
っ
た
、
歌
論
に
関
心
の
深
い
人
々
の
集

ま
り
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
言
え
る
。
作
者
と
し
て
の
俊
頼
に
と
っ
て
判
者

歌
利
用
と
い
う
行
為
は
自
ら
の
歌
論
の
主
張
で
あ
っ
た
。
ま
た
俊
頼
判
の
歌

合
で
そ
れ
が
行
わ
れ
る
と
き
、
作
者
ら
が
揃
っ
て
実
力
あ
る
歌
人
で
あ
っ
た

の
も
、
判
者
歌
利
用
が
俊
頼
に
対
し
て
よ
り
深
く
検
討
を
求
め
る
意
味
を
込

め
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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注（1
）
萩
谷
朴
『
増
補
新
訂

平
安
朝
歌
合
大
成
』
同
朋
社
、
一
九
九
五
年

（
2
）
渡
辺
晴
美
「
元
永
二
年
七
月
十
三
日
内
大
臣
忠
通
歌
合
に
つ
い
て
―
―
忠

通
家
歌
壇
と
顕
季
の
交
流
を
中
心
に
―
―
」『
和
歌
文
学
研
究
』
第
五
六
号
、

一
九
八
八
年
六
月

（
3
）
「
詠
み
ま
す
」
の
語
に
つ
い
て
は
『
髄
脳
』
当
該
部
分
の
直
後
に
「
歌
の

返
し
は
、
本
の
歌
に
詠
み
ま
し
た
ら
ば
、
い
ひ
い
だ
し
、
劣
り
な
ば
、
か
く

し
て
い
ひ
い
だ
す
ま
じ
と
ぞ
」
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、「
本
歌
を
上
回
る
」

「
本
歌
よ
り
勝
れ
る
」
と
理
解
で
き
る
。
一
方
、「
詠
み
勝
る
」
に
つ
い
て
は

「
発
想
の
屈
折
と
趣
向
の
変
化
を
意
味
し
よ
う
」
橋
本
不
美
男
『
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集

歌
論
集
』
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年

（
4
）
『
袋
草
紙
』、『
夫
木
抄
』
等
に
よ
り
、
源
仲
正
の
代
作
と
知
ら
れ
る

（
5
）
『
大
成
』
は
当
該
歌
合
「
史
的
評
価
」
の
項
に
お
い
て
「
続
拾
遺
夏
一
九

一
顕
季
の
「
な
が
む
れ
ば
涼
し
か
り
け
り
夏
の
夜
の
月
の
桂
に
風
や
吹
く
ら

む
」
は
、
全
く
歌
6
（
※
引
用
者
注
「
み
る
か
ら
に
」）
と
同
工
の
歌
で
あ

る
が
、
そ
の
先
後
関
係
は
わ
か
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
川
上
新
一
郎

「『
六
条
修
理
大
夫
集
』
考
」（『
六
条
藤
家
歌
学
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九

九
九
年
）
の
『
六
条
修
理
大
夫
集
』
年
次
推
定
よ
り
、
前
後
の
歌
と
同
じ
く

康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
頃
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る

（
6
）
『
俊
頼
髄
脳
』
に
、
天
智
天
皇
が
御
鷹
を
見
失
っ
た
際
、
野
守
が
平
伏
し

た
ま
ま
「
水
を
鏡
と
し
て
」
見
て
そ
の
行
方
を
教
え
た
説
話
が
あ
る

（
7
）
鳥
井
千
佳
子
「
源
俊
頼
の
和
歌
―
―
古
歌
利
用
の
方
法
を
て
が
か
り
と
し

て
―
―
」『
百
舌
鳥
国
文
』
第
五
号
、
一
九
八
五
年
一
〇
月

http://hdl.

handle.net/10466/13953

（
8
）
当
該
歌
は
『
増
基
集
』
に
は
見
え
な
い

（
9
）
数
例
を
挙
げ
る
と
、「
山
月
」
二
番
「
姥
捨
山
の
月
は
な
ぐ
さ
め
が
た
き

こ
と
に
ぞ
い
に
し
へ
よ
り
詠
み
ふ
る
し
た
る
を
、
こ
の
歌
に
は
心
を
尽
く
す

と
侍
る
こ
そ
、
耳
馴
れ
ず
新
し
き
心
地
し
侍
れ
」、「
庭
露
」
四
番
「
左
歌

「
咲
き
す
さ
び
た
る
」
こ
そ
い
み
じ
う
褻
に
お
ぼ
え
侍
れ
。
万
葉
集
な
ど
に

は
侍
り
も
や
す
ら
む
。
か
や
う
の
歌
合
・
古
今
・
後
撰
な
ど
に
こ
そ
、
こ
と

に
詠
み
た
り
と
も
見
え
侍
ら
ね
」、「
恋
」
一
番
「
左
歌
、「
秋
か
へ
す
さ
や

田
」
と
い
へ
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
田
に
か
侍
ら
む
。
証
歌
も
お
ぼ
え
侍
ら

ず
」
等

（

）
「
風
」「
お
と
づ
れ
」
は
、
他
に
も
『
永
久
百
首
』
秋
十
八
首
・
秋
風
・

10
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「
秋
き
て
は
し
の
び
な
あ
へ
そ
と
お
も
へ
ば
や
風
お
と
づ
れ
て
く
れ
か
か
る

ら
ん
」
や
『
散
木
奇
歌
集
』
に
数
例
が
見
え
、
俊
頼
が
好
ん
で
用
い
た
表
現

で
あ
っ
た
も
の
と
知
ら
れ
る

（

）
歌
中
の
位
置
を
問
わ
ず
「
風
の
け
し
き
」
で
は
、
ほ
か
顕
季
に
一
例
、
経

11
信
に
三
例
が
あ
る

（

）
注
（
9
）
に
同
じ

12
（

）
時
代
を
下
っ
て
『
師
光
集
』、『
光
経
集
』
等
に
例
が
あ
る

13
（

）
拙
稿
「
元
永
二
年
七
月
忠
通
歌
合
追
判
の
判
者
と
文
体
」『
詞
林
』
第
六

14
二
号
、
二
〇
一
七
年
十
月
二
〇
日

（

）
刈
谷
市
立
図
書
館
蔵
本
、
小
沢
芦
庵
の
指
摘
に
よ
る

15

（
き
た
じ
ま
・
つ
む
ぎ

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

14


