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。
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催
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史
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。
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史
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踏
ま
え
、
さ
ら
に
「
初
期
歌
合
に
お

け
る
文
字
遊
び
―
―
「
を
み
な
て
し
」
を
中
心
に
」
（
京
都
大
学
文
学
部
国
語

学
国
文
学
研
究
室
編
『
国
語
国
文
』
第
九
十
巻
第
七
号
・
臨
川
書
店
・2

0
2
1

年
７
月
）
を
単
著
で
発
表
し
て
い
る
。

【 
付
記
】
本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
度 

基
盤
研
究
（
Ｃ
）
「
平
安
初
期
歌
合
に
お
け

る
和
歌
表
現
の
研
究
―
宇
多
院
を
め
ぐ
っ
て
―
」
の
研
究
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の
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で
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Ｐ
Ｓ
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。
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る
。
十
巻
本
の
方
が
歌
数
が
多
く
残
っ
て
い
る
た
め
、
十
巻
本
で
確
認
す

る
と
、
春
歌
40
首
、
夏
歌
37
首
、
秋
歌
40
首
、
冬
歌
34
首
、
恋
歌
37
首
と

40
首
に
欠
け
る
巻
も
あ
り
、
秋
と
冬
に
重
出
す
る
歌
、
秋
と
恋
に
重
出
す

る
歌
が
、
各
一
首
ず
つ
あ
る
。

　
十
巻
本
に
は
番
数
の
表
記
は
な
い
の
で
、
二
十
巻
本
が
断
簡
し
か
残
ら

な
い
点
も
課
題
が
あ
る
。
歌
合
の
伝
本
の
調
査
と
『
新
撰
万
葉
集
』
と
の

比
較
に
よ
っ
て
、
高
野
平
『
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
に
関
す
る
研
究
』
で
は

歌
合
の
原
型
の
復
元
を
試
み
て
い
る
が
、
撰
集
資
料
の
和
歌
が
結
果
と
し

て
ほ
ぼ
『
新
撰
万
葉
集
』
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
資
料
の
欠
落
部
分
を
逆

に
『
新
撰
万
葉
集
』
か
ら
補
え
る
か
と
い
う
疑
問
も
あ
り
、
少
数
で
も
他

の
資
料
と
も
一
致
す
る
『
新
撰
万
葉
集
』
と
歌
合
の
関
わ
り
を
ど
う
捉
え

る
か
、
な
お
精
査
を
要
す
る
。

　　
　
　
お
わ
り
に

　
稿
者
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
行
っ
た
平
安
初
期
の
歌
合
研
究
（
注
12
）

の
中

で
、
同
音
異
義
語
の
掛
詞
を
核
と
す
る
言
語
遊
戯
性
に
関
心
を
も
ち
、
そ

れ
を
楽
し
む
歌
合
の
例
を
検
証
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
安
初
期

に
詠
ま
れ
た
そ
れ
ら
の
和
歌
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
は
、
後
代
の
文
芸
作
品

と
し
て
の
価
値
を
追
求
す
る
和
歌
の
比
較
と
い
う
歌
合
の
そ
れ
に
劣
る
も

の
で
は
な
い
。
『
古
今
和
歌
集
』
以
降
、
物
名
歌
へ
の
関
心
は
徐
々
に
失

わ
れ
て
ゆ
く
が
、
物
名
歌
に
代
表
さ
れ
る
言
葉
の
同
音
異
義
を
積
極
的
に

楽
し
む
姿
勢
は
薄
れ
て
も
、
同
音
異
義
語
の
表
現
の
多
様
性
が
実
は
中
世

和
歌
表
現
の
基
盤
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
以
前
の
歌
合
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
、
ま

だ
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
特
に
、
和
歌
の
復
権
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る

『
古
今
和
歌
集
』
を
生
む
土
壌
づ
く
り
を
計
画
的
に
進
め
た
宇
多
天
皇
が
、

歌
合
の
形
式
を
活
用
し
た
意
図
を
、
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
「
寛
平
后
宮
歌

合
」
は
単
な
る
〈
撰
歌
合
〉
で
は
な
く
、『
新
撰
万
葉
集
』
編
集
の
た
め
の
〈
撰

歌
機
関
〉
と
し
て
の
〈
撰
歌
合
〉
で
あ
っ
た
と
再
確
認
し
た
上
で
、
見
極

め
て
い
き
た
い
。

　
本
稿
第
四
節
で
は
、
二
歌
合
の
資
料
と
し
て
の
課
題
点
を
確
認
し
た
が
、

同
時
に
、
二
歌
合
に
「
秀
歌
撰
歌
合
」
と
し
て
の
意
図
を
探
れ
る
可
能
性

が
あ
る
の
か
、
そ
れ
よ
り
も
、
『
新
撰
万
葉
集
』
へ
の
配
歌
意
図
ま
で
歌

合
撰
集
の
際
に
存
し
た
の
か
、
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
今
後
検
討

し
た
い
。

　
今
は
、
宇
多
天
皇
の
活
用
に
応
じ
て
発
展
し
た
歌
合
の
内
実
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
「
寛
平
后
宮
歌
合
」
の
歌
合
と
し

て
の
構
成
を
探
求
す
る
途
上
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
際
の
問
題
点

を
整
理
し
示
し
た
。

　
　
　
　
　

＊
歌
集
の
本
文
引
用
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
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（
表
１
）
現
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
に
な
く
、
古
今
集
、
後
撰
集
に
当
歌
合
歌
と
詞
書
き
さ
れ
る
も
の
 

 

 
 

大
成

 
収

載
先

 
番

号
 

詞
書

 
作

者
 

 
 

a 
補

1
 

古
今

集
 

1
8
9 

こ
れ

さ
だ

の
み

こ
の

家
の

歌
合

の
う

た
 

（
よ

み
人

し
ら

ず
） 

い
つ

は
と

は
時

は
わ

か
ね

ど
秋

の
よ

ぞ
物

思
ふ

事
の

か
ぎ

り
な

り
け

る
 

b 
補

2
 

古
今

集
 

1
9
7 

こ
れ

さ
だ

の
み

こ
の

家
の

歌
合

の
う

た
 

と
し

ゆ
き

の
朝

臣
 

秋
の

夜
の

あ
く
る

も
し

ら
ず

な
く
む

し
は

わ
が

ご
と

物
や

か
な

し
か

る
ら

む
 

c
 

補
3
 

古
今

集
 

2
0
7 

こ
れ

さ
だ

の
み

こ
の

家
の

歌
合

の
う

た
 

と
も

の
り

 
秋

風
に

は
つ

か
り

が
ね

ぞ
き

こ
ゆ

な
る

た
が

た
ま

づ
さ

を
か

け
て

き
つ

ら
む

 

d 
補

4
 

古
今

集
 

2
1
5 

（
こ

れ
さ

だ
の

み
こ

の
家

の
歌

合
の

う
た

）
 

よ
み

人
し

ら
ず

 
お

く
山

に
紅

葉
ふ

み
わ

け
な

く
鹿

の
こ

ゑ
き

く
時

ぞ
秋

は
悲

し
き

 

e
 

補
5
 

古
今

集
 

2
1
8 

こ
れ

さ
だ

の
み

こ
の

家
の

歌
合

に
よ

め
る

 
藤

原
と

し
ゆ

き
の

朝
臣

 
あ

き
は

ぎ
の

花
さ

き
に

け
り

高
砂

の
を

の
へ

の
し

か
は

今
や

な
く
ら

む
 

f 
補

1
8
 

古
今

集
 

2
2
5 

是
貞

の
み

こ
の

家
の

歌
合

に
よ

め
る

 
文

屋
あ

さ
や

す
 

秋
の

の
に

お
く
し

ら
つ

ゆ
は

玉
な

れ
や

つ
ら

ぬ
き

か
く
る

く
も

の
い

と
す

ぢ
 

g 
補

6
 

古
今

集
 

2
2
8 

是
貞

の
み

こ
の

家
の

歌
合

の
う

た
 

と
し

ゆ
き

の
朝

臣
 

秋
の

の
に

や
ど

り
は

す
べ

し
を

み
な

へ
し

名
を

む
つ

ま
じ

み
た

び
な

ら
な

く
に

 

h
 

補
7
 

古
今

集
 

2
3
9 

こ
れ

さ
だ

の
み

こ
の

家
の

歌
合

に
よ

め
る

 
と

し
ゆ

き
の

朝
臣

 
な

に
人

か
き

て
ぬ

ぎ
か

け
し

ふ
ぢ

ば
か

ま
く
る

秋
ご

と
に

の
べ

を
に

ほ
は

す
 

i 
補

8
 

古
今

集
 

2
4
9 

こ
れ

さ
だ

の
み

こ
の

家
の

歌
合

の
う

た
 

文
屋

や
す

ひ
で

 
吹

く
か

ら
に

秋
の

草
木

の
し

を
る

れ
ば

む
べ

山
か

ぜ
を

あ
ら

し
と

い
ふ

ら
む

 

j 
補

9
 

古
今

集
 

2
5
0 

（
こ

れ
さ

だ
の

み
こ

の
家

の
歌

合
の

う
た

）
 

（
文

屋
や

す
ひ

で
）
 

草
も

木
も

色
か

は
れ

ど
も

わ
た

つ
う

み
の

浪
の

花
に

ぞ
秋

な
か

り
け

る
 

k 
補

1
0
 

古
今

集
 

2
5
7 

こ
れ

さ
だ

の
み

こ
の

家
の

歌
合

に
よ

め
る

 
と

し
ゆ

き
の

朝
臣

 
白

露
の

色
は

ひ
と

つ
を

い
か

に
し

て
秋

の
こ

の
は

を
ち

ぢ
に

そ
む

ら
む

 

l 
補

1
1
 

古
今

集
 

2
6
6 

是
貞

の
み

こ
の

家
の

歌
合

の
う

た
 

よ
み

人
し

ら
ず

 
秋

ぎ
り

は
け

さ
は

な
た

ち
そ

さ
ほ

山
の

は
は

そ
の

も
み

ぢ
よ

そ
に

て
も

見
む

 

m
 

補
1
2
 

古
今

集
 

2
7
8 

こ
れ

さ
だ

の
み

こ
の

家
の

歌
合

の
う

た
 

よ
み

人
し

ら
ず

 
い

ろ
か

は
る

秋
の

き
く
を

ば
ひ

と
と

せ
に

ふ
た

た
び

に
ほ

ふ
花

と
こ

そ
見

れ
 

n
 

補
1
3
 

古
今

集
 

2
9
5 

こ
れ

さ
だ

の
み

こ
の

家
の

歌
合

の
う

た
 

と
し

ゆ
き

の
朝

臣
 

わ
が

き
つ

る
方

も
し

ら
れ

ず
く
ら

ぶ
山

木
木

の
こ

の
は

の
ち

る
と

ま
が

ふ
に

 

o
 

補
1
5
 

後
撰

集
 

2
1
7 

こ
れ

さ
だ

の
み

こ
の

家
の

歌
合

に
 

よ
み

人
し

ら
ず

 
に

は
か

に
も

風
の

す
ず

し
く
な

り
ぬ

る
か

秋
立

つ
日

と
は

む
べ

も
い

ひ
け

り
 

p
 

補
1
6
 

後
撰

集
 

3
2
4 

（
是

貞
の

み
こ

の
家

の
歌

合
に

) 
（
よ

み
人

し
ら

ず
） 

秋
の

月
常

に
か

く
照

る
も

の
な

ら
ば

闇
に

ふ
る

身
は

ま
じ

ら
ざ

ら
ま

し
 

×
 

補
1
4
 

歌
合

4
8

番
に

所
収

 
秋

な
れ

ば
山

と
よ

む
ま

で
鳴

く
鹿

に
わ

れ
劣

ら
め

や
独

寝
る

夜
は

 

×
 

補
1
7
 

歌
合

1
5

番
に

所
収

 
天

の
原

宿
か

す
人

の
な

け
れ

ば
や

秋
来

る
雁

の
音

を
ば

鳴
く
ら

む
 

(
 
)
は

前
歌
の
詞

書
を

承
け

て
い

る
こ

と
を

示
す

。
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の
「
民
部
卿
家
歌
合
」
に
極
め
て
近
い
時
代
に
あ
る
と
す
る
（
注
11
）
。

　
こ
の
二
歌
合
が
撰
集
資
料
と
し
て
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

歌
合
と
し
て
形
を
整
え
る
た
め
に
、
左
右
の
和
歌
の
配
置
に
つ
い
て
、
配

慮
が
あ
る
か
を
考
察
す
る
必
要
も
今
後
の
課
題
と
し
て
あ
る
。

　
「
寬
平
御
時
后
宮
歌
合
」
は
結
果
と
し
て
、
歌
合
歌
の
左
歌
を
『
新
撰

万
葉
集
』
の
上
巻
に
、
右
歌
を
下
巻
に
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
歌
合

の
一
番
で
は
左
が
勝
つ
」
と
い
う
行
事
的
ル
ー
ル
を
見
る
ま
で
も
な
く
、

左
歌
が
上
巻
に
な
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
勝
負
を
競
う
右

歌
も
左
に
対
抗
す
る
内
容
と
質
が
求
め
ら
れ
る
。
同
題
で
何
番
か
の
和
歌

を
番
う
と
き
、
そ
の
場
で
歌
人
か
ら
和
歌
が
提
出
さ
れ
る
場
合
は
予
測
が

で
き
な
い
が
、
秀
歌
撰
や
撰
歌
合
な
ど
で
は
、
撰
者
が
和
歌
を
番
に
合
わ

せ
る
と
き
は
、
二
首
の
対
照
の
妙
ま
で
配
慮
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
二
歌
合
に
そ
こ
ま
で
の
〈
撰
歌
合
〉
構
築
の
意
図
が
あ
っ
た
の

か
ど
う
か
も
一
視
点
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
し
か
し
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
に
は
番
が
記
録
さ
れ
て
い

な
い
。

　
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
は
、
二
十
巻
本
（
孤
本
）
本
文
冒
頭
に
、

　
　
二
宮
歌
合
　

仁
和
御
時
親
王
歌
合

三
十
五
番

　
　
　

と
あ
り
、
割
注
は
、
是
貞
が
光
孝
天
皇
（
仁
和
帝
）
の
第
二
皇
子
（
宇
多
の
兄
）

で
あ
る
た
め
二
宮
と
称
さ
れ
、
三
十
五
番
の
歌
合
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。

現
存
す
る
歌
合
歌
七
十
一
首
は
、
「
一
番
」
に
だ
け
番
付
と
左
右
の
区
別

が
書
か
れ
、
以
下
和
歌
が
列
挙
さ
れ
る
の
で
番
の
和
歌
と
し
て
左
右
の
構

成
が
あ
っ
た
か
さ
え
判
断
が
難
し
い
。
三
十
五
番
で
あ
れ
ば
、
七
十
首
が

揃
え
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
が
、
成
立
後
に
失
わ
れ
た
和
歌
や
逆
に
補
入
さ

れ
た
和
歌
が
あ
っ
た
と
し
て
も
番
の
左
右
が
揃
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
は

考
察
が
で
き
な
い
問
題
点
が
、
孤
本
の
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
に
は
あ
る
。

　
和
歌
の
記
録
か
ら
の
欠
落
と
い
う
点
で
、
『
歌
合
大
成
』
は
、
「
副
文
献

資
料
」
（
26
頁
）
の
項
で
『
古
今
和
歌
集
』
な
ど
に
「
こ
れ
さ
だ
の
み
こ

の
家
の
歌
合
の
歌
」
な
ど
と
詞
書
さ
れ
て
所
収
さ
れ
る
和
歌
を
、
「
本
文

補
遺
」
と
し
て
十
八
首
補
っ
て
い
る
。
歌
合
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
も
の

で
あ
る
。
た
だ
、
萩
谷
の
挙
げ
る
補
遺
歌
十
八
首
は
精
査
す
る
と
、
す
で

に
歌
合
本
文
に
入
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
記
録
や
書
写
の
段
階
で
、
歌

合
本
文
か
ら
落
ち
た
可
能
性
を
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
和
歌
は
、
次
頁
の

（
表
１
）
の
如
く
、
仮
に
付
し
た
ａ
～
ｐ
の
十
六
首
で
あ
る
。

　
ａ
～
ｎ
ま
で
は
『
古
今
和
歌
集
』
秋
の
上
下
の
巻
に
、
ま
た
、
ｏ
、
ｐ

は
、
『
後
撰
和
歌
集
』
秋
上
と
秋
中
の
巻
に
入
集
す
る
。
勅
撰
集
な
ど
に

他
出
す
る
と
き
、
詞
書
が
正
確
に
そ
の
歌
合
を
示
す
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
、
そ
の
歌
集
の
伝
本
の
中
で
異
同
が
あ
る
か
、
内
容
が
歌
合

の
題
と
整
合
性
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　
当
歌
合
は
、
秋
の
歌
で
構
成
さ
れ
る
た
め
、
『
古
今
和
歌
集
』
『
後
撰
和

歌
集
』
の
秋
部
へ
の
入
集
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
歌
合
48
番
歌

を
『
古
今
和
歌
集
』
が
恋
部
へ
入
集
さ
せ
る
例
も
あ
る
の
で
、
秋
の
情
景

や
思
い
を
詠
む
和
歌
が
後
の
撰
集
の
撰
者
に
ど
う
理
解
さ
れ
る
か
は
ま
た

別
の
次
元
の
問
題
と
な
ろ
う
。
ａ
～
ｐ
に
つ
い
て
は
、
歌
合
歌
で
あ
っ
た

可
能
性
を
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
時
、
全
体
の
撰

歌
意
図
が
ど
う
異
な
っ
て
く
る
の
か
、
今
後
考
察
し
て
い
く
。

　
ま
た
、「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
に
つ
い
て
は
、
各
部
の
初
め
に
、
春
歌
、

夏
歌
、
秋
歌
、
冬
歌
、
恋
歌
と
題
が
あ
り
、
各
々
二
十
番
と
書
か
れ
て
い
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后
宮
歌
合
」
「
左
兵
衛
佐
定
文
歌
合
」
と
同
じ
く
、
中
世
の
撰
歌
合
と
同

じ
意
識
で
撰
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
「
十
二
、
作
者
」
の
な
か
で
、
天
徳
・
寛
和
・
永
承
・
承
暦
の
内

裏
歌
合
を
「
皆
撰
歌
合
也
」
と
し
（
寛
和
は
二
度
の
う
ち
、
寛
和
二
年
開

催
を
さ
す)
、
実
際
に
兼
日
兼
題
の
撰
歌
合
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。

　
つ
ま
り
、
『
八
雲
御
抄
』
の
理
解
に
よ
る
と
、
内
裏
歌
合
な
ど
入
念
な

準
備
を
す
る
兼
日
題
の
撰
歌
合
に
お
い
て
は
、
歌
人
即
ち
方
人
で
は
な
い

の
で
、
左
右
の
勝
ち
負
け
に
関
わ
ら
な
い
撰
者
が
存
在
し
、
同
人
の
和
歌

を
左
右
に
配
置
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
選
考
を
経
た
歌
合
を
〈
撰
歌

合
〉
と
記
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
場
」
の
あ
る
歌
合
な
の
で
あ
る
。

　
公
任
に
至
る
ま
で
の
約
百
年
前
の
平
安
初
期
の
段
階
で
、
秀
歌
撰
（
『
新

撰
万
葉
集
』)

を
企
画
し
、
和
歌
を
集
め
撰
ぶ
た
め
の
手
段
が
「
是
貞
親

王
家
歌
合
」
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
で
あ
っ
た
。

　
『
歌
合
大
成
』
解
説
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
「
寛
平
御

時
后
宮
歌
合
」
は
、
実
際
の
場
を
伴
わ
な
い
、
撰
歌
方
法
と
し
て
の
歌
合

形
式
で
あ
っ
て
、
萩
谷
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
撰
歌
機
関
」
と
呼
ぶ
方
が
そ

の
実
体
に
近
い
も
の
と
な
り
、
後
代
の
理
解
と
の
齟
齬
も
生
み
出
さ
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
『
新
撰
万
葉
集
』
の
た
め
の
前
段
階
で
、
敢

え
て
歌
合
の
形
式
を
取
っ
た
こ
と
の
意
味
、
宇
多
天
皇
が
行
事
と
し
て
の

「
歌
合
」
の
機
能
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
か
を
考
察
し
て

い
く
べ
き
で
な
い
か
と
考
え
る
。
『
宇
多
院
の
歌
合
新
注
』
（
注
10
）

の
「
寛

平
御
時
菊
合
」
解
説
で
、
岸
本
理
恵
は
そ
の
成
立
を
、
宇
多
天
皇
即
位
後

の
秋
と
な
る
仁
和
四
（
八
八
八
） 

年
か
ら
『
新
撰
万
葉
集
』
成
立
ま
で
の

間
と
仮
定
し
、
寛
平
三
（
八
九
一
）
年
ま
で
の
詩
宴
、
重
陽
宴
や
菊
題
の

賦
詩
に
着
目
し
て
調
査
し
た
。
以
後
と
比
較
し
て
も
こ
の
間
、
特
に
寬
平

二
年
に
そ
の
数
が
多
く
、
菊
を
詩
に
詠
む
こ
と
へ
の
宇
多
天
皇
の
意
識
の

高
ま
り
が
、
菊
を
和
歌
で
も
詠
む
「
菊
合
」
に
発
展
し
た
と
考
察
し
て
い
る
。

諸
要
件
と
合
わ
せ
て
も
寬
平
二
年
秋
の
成
立
が
妥
当
と
結
論
づ
け
た
が
、

宇
多
天
皇
の
興
味
・
関
心
の
有
り
様
が
宮
廷
行
事
へ
と
結
び
つ
く
、
内
的

要
因
を
指
摘
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
「
民
部
卿
家
歌
合
」が
先
に
残
っ

て
い
る
よ
う
に
、
「
歌
合
」
の
様
式
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た
の
で
は
あ

る
が
、
「
内
裏
菊
合
」
で
は
菊
を
提
出
す
る
趣
向
の
一
部
と
し
て
詠
ま
れ

た
和
歌
を
一
番
ず
つ
の
競
技
形
式
で
比
較
す
る
と
い
う
方
法
に
宇
多
天
皇

の
関
心
が
深
ま
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
四
、
二
歌
合
の
番
の
構
成

　
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
は
、『
和
歌
現
在
書
目
録
』

（
仁
安
元
〈
一
一
六
六
〉
年)

の
序
に
は
、

　
　
歌
合
者
田
村
二
宮
洞
院
百
番
艶
流
濫
觴
也 

（
漢
文
序
）

　
　 

歌
合
は
田
村
の
二
宮
洞
院
の
百
番
よ
り
は
じ
ま
り
て
、
い
ま
も
た
え

が
た
く
な
む
あ
り
け
る
。 

（
仮
名
序
）

と
記
さ
れ
る
。
萩
谷
は
「
田
村
二
宮
」
は
是
貞
を
意
味
す
る
仁
和
二
宮
の
誤

り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
俊
成
が
御
裳
濯
川
歌
合
の
序
に
、
歌
合
は
「
亭

子
の
御
門
の
御
時
よ
り
し
る
し
お
か
れ
た
れ
ど
」
と
記
す
よ
う
に
、
後
世
の

歌
合
の
起
源
の
理
解
は
、
宇
多
院
の
時
代
で
あ
り
、
記
録
と
し
て
残
る
最
古

（9）

の
「
民
部
卿
家
歌
合
」
に
極
め
て
近
い
時
代
に
あ
る
と
す
る
（
注
11
）
。

　
こ
の
二
歌
合
が
撰
集
資
料
と
し
て
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

歌
合
と
し
て
形
を
整
え
る
た
め
に
、
左
右
の
和
歌
の
配
置
に
つ
い
て
、
配

慮
が
あ
る
か
を
考
察
す
る
必
要
も
今
後
の
課
題
と
し
て
あ
る
。

　
「
寬
平
御
時
后
宮
歌
合
」
は
結
果
と
し
て
、
歌
合
歌
の
左
歌
を
『
新
撰

万
葉
集
』
の
上
巻
に
、
右
歌
を
下
巻
に
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
歌
合

の
一
番
で
は
左
が
勝
つ
」
と
い
う
行
事
的
ル
ー
ル
を
見
る
ま
で
も
な
く
、

左
歌
が
上
巻
に
な
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
勝
負
を
競
う
右

歌
も
左
に
対
抗
す
る
内
容
と
質
が
求
め
ら
れ
る
。
同
題
で
何
番
か
の
和
歌

を
番
う
と
き
、
そ
の
場
で
歌
人
か
ら
和
歌
が
提
出
さ
れ
る
場
合
は
予
測
が

で
き
な
い
が
、
秀
歌
撰
や
撰
歌
合
な
ど
で
は
、
撰
者
が
和
歌
を
番
に
合
わ

せ
る
と
き
は
、
二
首
の
対
照
の
妙
ま
で
配
慮
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
二
歌
合
に
そ
こ
ま
で
の
〈
撰
歌
合
〉
構
築
の
意
図
が
あ
っ
た
の

か
ど
う
か
も
一
視
点
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
し
か
し
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
に
は
番
が
記
録
さ
れ
て
い

な
い
。

　
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
は
、
二
十
巻
本
（
孤
本
）
本
文
冒
頭
に
、

　
　
二
宮
歌
合

　
仁
和
御
時
親
王
歌
合

三
十
五
番

　
　
　

と
あ
り
、
割
注
は
、
是
貞
が
光
孝
天
皇
（
仁
和
帝
）
の
第
二
皇
子
（
宇
多
の
兄
）

で
あ
る
た
め
二
宮
と
称
さ
れ
、
三
十
五
番
の
歌
合
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。

現
存
す
る
歌
合
歌
七
十
一
首
は
、
「
一
番
」
に
だ
け
番
付
と
左
右
の
区
別

が
書
か
れ
、
以
下
和
歌
が
列
挙
さ
れ
る
の
で
番
の
和
歌
と
し
て
左
右
の
構

成
が
あ
っ
た
か
さ
え
判
断
が
難
し
い
。
三
十
五
番
で
あ
れ
ば
、
七
十
首
が

揃
え
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
が
、
成
立
後
に
失
わ
れ
た
和
歌
や
逆
に
補
入
さ

れ
た
和
歌
が
あ
っ
た
と
し
て
も
番
の
左
右
が
揃
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
は

考
察
が
で
き
な
い
問
題
点
が
、
孤
本
の
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
に
は
あ
る
。

　
和
歌
の
記
録
か
ら
の
欠
落
と
い
う
点
で
、
『
歌
合
大
成
』
は
、
「
副
文
献

資
料
」
（
26
頁
）
の
項
で
『
古
今
和
歌
集
』
な
ど
に
「
こ
れ
さ
だ
の
み
こ

の
家
の
歌
合
の
歌
」
な
ど
と
詞
書
さ
れ
て
所
収
さ
れ
る
和
歌
を
、
「
本
文

補
遺
」
と
し
て
十
八
首
補
っ
て
い
る
。
歌
合
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
も
の

で
あ
る
。
た
だ
、
萩
谷
の
挙
げ
る
補
遺
歌
十
八
首
は
精
査
す
る
と
、
す
で

に
歌
合
本
文
に
入
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
記
録
や
書
写
の
段
階
で
、
歌

合
本
文
か
ら
落
ち
た
可
能
性
を
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
和
歌
は
、
次
頁
の

（
表
１
）
の
如
く
、
仮
に
付
し
た
ａ
～
ｐ
の
十
六
首
で
あ
る
。

　
ａ
～
ｎ
ま
で
は
『
古
今
和
歌
集
』
秋
の
上
下
の
巻
に
、
ま
た
、
ｏ
、
ｐ

は
、
『
後
撰
和
歌
集
』
秋
上
と
秋
中
の
巻
に
入
集
す
る
。
勅
撰
集
な
ど
に

他
出
す
る
と
き
、
詞
書
が
正
確
に
そ
の
歌
合
を
示
す
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
、
そ
の
歌
集
の
伝
本
の
中
で
異
同
が
あ
る
か
、
内
容
が
歌
合

の
題
と
整
合
性
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　
当
歌
合
は
、
秋
の
歌
で
構
成
さ
れ
る
た
め
、
『
古
今
和
歌
集
』
『
後
撰
和

歌
集
』
の
秋
部
へ
の
入
集
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
歌
合
48
番
歌

を
『
古
今
和
歌
集
』
が
恋
部
へ
入
集
さ
せ
る
例
も
あ
る
の
で
、
秋
の
情
景

や
思
い
を
詠
む
和
歌
が
後
の
撰
集
の
撰
者
に
ど
う
理
解
さ
れ
る
か
は
ま
た

別
の
次
元
の
問
題
と
な
ろ
う
。
ａ
～
ｐ
に
つ
い
て
は
、
歌
合
歌
で
あ
っ
た

可
能
性
を
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
時
、
全
体
の
撰

歌
意
図
が
ど
う
異
な
っ
て
く
る
の
か
、
今
後
考
察
し
て
い
く
。

　
ま
た
、「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
に
つ
い
て
は
、
各
部
の
初
め
に
、
春
歌
、

夏
歌
、
秋
歌
、
冬
歌
、
恋
歌
と
題
が
あ
り
、
各
々
二
十
番
と
書
か
れ
て
い
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は
、
本
歌
合
が
歌
合
史
の
上
で
は
、
寛
平
后
宮
歌
合
や
是
貞
親
王
家
歌
合

の
系
列
を
う
け
て
、
直
ち
に
中
世
的
な
歌
合
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
意
味
す
る
」
「
作
品
自
体
の
優
劣
を
批
判
し
て
楽
し
む
文
芸
精
進
の

場
と
し
て
の
歌
合
に
近
付
い
て
い
る
」
と
『
歌
合
大
成
』
の
評
が
あ
る
（
第

一
巻1

4
5

～6

頁
「
構
成
内
容
」
）
。
定
文
が
、
文
芸
的
嗜
好
の
も
と
に
自

作
を
含
め
、
旧
詠
か
ら
も
撰
歌
し
行
っ
た
、
歌
合
形
式
の
秀
歌
撰
に
等
し

い
と
い
う
意
味
で
、
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
に
も

通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
成
立
ま
で
の
時
代
に
、
宇
多
天
皇
の
強
い
意
向
で
歌

合
形
式
の
秀
歌
撰
を
編
集
し
、
和
歌
の
興
隆
や
和
歌
表
現
に
興
じ
る
文
芸

意
識
が
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
そ
の
端
緒
と
し
て
の

二
歌
合
を
定
義
す
る
「
撰
歌
機
関
」
と
い
う
呼
称
が
「
新
撰
万
葉
集
編
纂

の
た
め
」
と
い
う
前
提
が
つ
く
も
の
で
あ
る
た
め
か
、こ
の
二
歌
合
を
「
撰

歌
機
関
」
で
は
な
く
、
歌
合
の
一
般
的
な
形
態
と
し
て
用
い
ら
れ
る
〈
撰

歌
合
〉
と
す
る
呼
称
が
研
究
史
の
な
か
で
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
二
、
『
歌
合
大
成
』
以
降

　
『
新
編
国
歌
大
観
』
解
題
や
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
の
中
で
も
二
歌
合

は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
① 

そ
の
直
後
に
催
さ
れ
た
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
予
行
的
行
事
と
み
ら

れ
る
…
…
行
事
や
判
定
の
記
録
が
ま
っ
た
く
伝
わ
ら
な
い
た
め
、
通

常
の
行
事
形
式
を
備
え
た
歌
合
で
は
な
く
、
歌
人
た
ち
か
ら
集
め
た

和
歌
を
撰
収
し
た
撰
歌
合
と
い
う
見
方
も
な
さ
れ
て
い
る
。

 

（
村
瀬
敏
夫
『
新
編
国
歌
大
観
』
是
貞
親
王
家
歌
合
解
題
）

　
② 

行
事
や
判
定
の
記
録
も
な
く
、
か
つ
歌
合
史
の
初
期
に
こ
れ
ほ
ど
の

歌
合
が
催
さ
れ
た
と
思
わ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
是
貞
親
王
家
歌
合
と

同
じ
く
机
上
の
操
作
に
よ
る
撰
歌
合
と
も
み
ら
れ
て
い
る
。

 

（
村
瀬
敏
夫
『
新
編
国
歌
大
観
』
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
解
題
）

　
③ 

方
人
、
判
者
、
勝
敗
の
記
録
は
な
く
、
古
歌
、
旧
詠
、
新
詠
の
撰
歌

合
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

（
泉
紀
子
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
）

　
解
題
や
辞
典
の
解
説
で
あ
る
た
め
も
あ
り
、簡
潔
な
記
述
で
あ
る
が
、〈
撰

歌
合
〉
と
し
た
理
由
は
①
②
③
と
も
「
行
事
や
判
定
の
記
録
が
ま
っ
た
く

伝
わ
ら
な
い
た
め
」、
②
は
併
せ
て
規
模
の
大
き
さ
も
指
摘
し
て
い
る
が
、

『
歌
合
大
成
』
が
言
及
す
る
と
こ
ろ
の
「
撰
歌
機
関
」
ま
で
の
記
述
は
な
い
。

③
で
、
泉
は
『
新
撰
万
葉
集
』
は
「
歌
合
歌
の
左
歌
を
上
巻
に
右
歌
を
下

巻
に
配
し
た
」
と
も
述
べ
、『
新
撰
万
葉
集
』
の
配
列
が
当
歌
合
の
構
成
と

深
く
関
わ
る
こ
と
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、『
新
撰
万
葉
集
』
の
た
め
の

撰
歌
と
ま
で
は
記
し
て
い
な
い
。
こ
こ
ま
で
の
解
説
で
は
、『
歌
合
大
成
』

が
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
合
に
つ
い
て
、
集
め
た
歌
を
歌
合
形
式
に
整
え
た
〈
撰

歌
合
〉
と
説
明
し
た
と
こ
ろ
ま
で
し
か
理
解
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
一
方
で
、
先
述
し
た
よ
う
に
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
の
、
「
寛

平
御
時
中
宮
歌
合
」
の
項
に
も
、
「
昌
泰
元8

9
8

年
の
宇
多
法
皇
吉
野
行

幸
の
歌
や
延
喜
五9

0
5

年
定
国
四
十
賀
の
歌
を
含
む
の
で
、
既
出
詠
を
用

い
た
撰
歌
合
と
考
え
れ
ば
主
催
者
は
温
子
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
（
中

周
子
）
」
と
〈
撰
歌
合
〉
と
い
う
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

当
歌
合
に
対
し
て
は
、
以
前
の
二
歌
合
と
は
萩
谷
の
〈
撰
歌
合
〉
の
定
義

（7）

の
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
萩
谷
は
こ
の
歌
合
に
つ
い
て
『
歌
合
大
成
』
で
「
本
歌
合
が
、
春
・
夏
・
秋
・

冬
・
恋
の
五
題
に
よ
る
旧
作
新
詠
を
集
め
た
撰
歌
合
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ

と
は
二
十
巻
本
目
録
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
「
た
だ
し
、

班
子
女
王
歌
合
（
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
―
稿
者
注
）
の
如
く
大
規
模
な
も

の
で
な
く
…
…
班
子
女
王
歌
合
が
単
に
新
撰
万
葉
集
の
撰
歌
機
関
で
あ
っ

た
ら
し
い
の
に
反
し
て
、
こ
れ
が
具
体
的
な
歌
合
行
事
の
場
を
持
ち
得
る

程
の
小
規
模
の
歌
合
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
」
、
「
前
者
に
そ
の
規
範
を

得
て
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
想
定
し
て

い
る
。
開
催
の
た
め
に
歌
を
選
ぶ
意
味
で
の
〈
撰
歌
合
〉と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
寛
平
御
時
中
宮
歌
合
」
が
、
実
際
の
「
歌
合
」
と
い
う
和
歌
の
披
講

方
式
を
撰
ん
で
開
催
さ
れ
、
当
日
を
迎
え
る
ま
で
の
入
念
な
準
備
も
あ
っ

た
ろ
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
場
」
の
有
無
に
つ
い
て
の
考
察
も
他

の
要
件
と
併
せ
て
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
現
在
の
解
説
類
で
は
、
『
歌
合
大
成
』
が
平
安

初
期
の
歌
合
に
つ
い
て
も
〈
撰
歌
合
〉
と
記
述
す
る
呼
称
を
そ
の
ま
ま
継

承
し
て
お
り
、
秀
歌
撰
で
あ
る
の
か
、
実
行
さ
れ
た
催
し
か
否
か
の
区
別

は
詳
し
く
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
錦
仁
『
歌
合

を
読
む
』
は
、
こ
の
二
歌
合
を
「
良
き
歌
を
選
別
す
る
た
め
に
机
上
で
編

ん
だ
歌
合
」
と
し
、
「
と
も
に
机
上
で
編
む
撰
歌
合
」
と
こ
の
二
歌
合
の

性
格
を
明
確
に
し
て
い
る
（1

1
7

頁
）
。

　
次
節
で
は
、
平
安
和
歌
・
歌
学
書
を
集
大
成
し
て
著
さ
れ
た
、
鎌
倉
期
の

歌
学
書
『
八
雲
御
抄
』
が
〈
撰
歌
合
〉
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
を
検
討
す
る
。

　

　
　
　
三
、
〈
撰
歌
合
〉
と
は
―
―
『
八
雲
御
抄
』
の
歴
史
的
理
解
―
―

　
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
〈
撰
歌
合
〉
の
現
在
の
定
義
は
「
場
」
が
あ
る

歌
合
で
実
際
に
披
講
さ
れ
た
か
、
ま
た
、
秀
歌
撰
と
し
て
歌
合
形
式
を

取
っ
た
の
か
、
双
方
向
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
場
」
が
あ
る
場
合
も
、

撰
者
に
よ
っ
て
撰
歌
が
行
わ
れ
た
歌
合
で
あ
る
、
と
限
定
さ
れ
る
。

　
平
安
時
代
歌
学
を
集
大
成
す
る
と
言
わ
れ
る
順
徳
院
『
八
雲
御
抄
』
は
、

「
巻
二
、
作
法
部
」
に
歌
合
の
種
類
や
形
式
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。

内
容
的
に
は
藤
原
清
輔
『
袋
草
紙
』
の
歌
合
次
第
な
ど
を
承
け
る
が
、
新

た
に
構
成
さ
れ
た
そ
れ
は
、
順
徳
院
の
考
察
す
る
「
歌
合
と
は
な
に
か
」

を
伝
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
内
裏
歌
合
（
天
徳
四
年
、
永
承
四
年
、
承
暦

二
年
）
を
晴
儀
の
歌
合
の
「
例
」
と
し
て
ま
ず
掲
げ
て
、
そ
の
他
の
菊
合

や
根
合
な
ど
物
合
に
伴
う
歌
合
と
区
別
す
る
な
ど
の
規
範
化
が
う
か
が
え

る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
中
で
、
撰
歌
合
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
、
「
十
一
、
番

つ
が
う
こ
と

事
」
（
注
９
）

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
番
え
る
相
手
に
つ
い
て
の
制
限
に
つ
い
て
述
べ
る

が
、
〈
撰
歌
合
〉
で
は
誰
と
合
わ
せ
て
も
よ
い
と
し
て
言
及
す
る
一
方
、

「
七
、
判
者
」
の
項
に
、
「
歌
合
撰
者
」
を
判
者
の
次
に
よ
く
思
慮
し
て
撰

ぶ
よ
う
に
述
べ
、
代
表
的
な
撰
者
を
挙
げ
る
。
そ
こ
に
は
、
賀
陽
院
水
閣

歌
合
（
長
元
八
〈
一
〇
三
五
〉
年
）
の
公
任
や
承
暦
二
年
内
裏
歌
合
（
承

暦
二
〈
一
〇
七
八
〉
年
四
月
二
八
日
）
の
経
信
と
い
う
左
右
の
撰
者
を
務

め
た
撰
者
な
ど
を
引
い
て
い
る
。
撰
者
の
う
ち
、
公
任
の
名
が
上
が
る
の

は
、
そ
の
秀
歌
撰
に
「
前
十
五
番
歌
合
」
「
後
十
五
番
歌
合
」
が
あ
る
こ

と
も
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
「
寛
平
御
時
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は
、
本
歌
合
が
歌
合
史
の
上
で
は
、
寛
平
后
宮
歌
合
や
是
貞
親
王
家
歌
合

の
系
列
を
う
け
て
、
直
ち
に
中
世
的
な
歌
合
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
意
味
す
る
」
「
作
品
自
体
の
優
劣
を
批
判
し
て
楽
し
む
文
芸
精
進
の

場
と
し
て
の
歌
合
に
近
付
い
て
い
る
」
と
『
歌
合
大
成
』
の
評
が
あ
る
（
第

一
巻1

4
5

～6

頁
「
構
成
内
容
」
）
。
定
文
が
、
文
芸
的
嗜
好
の
も
と
に
自

作
を
含
め
、
旧
詠
か
ら
も
撰
歌
し
行
っ
た
、
歌
合
形
式
の
秀
歌
撰
に
等
し

い
と
い
う
意
味
で
、
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
に
も

通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
成
立
ま
で
の
時
代
に
、
宇
多
天
皇
の
強
い
意
向
で
歌

合
形
式
の
秀
歌
撰
を
編
集
し
、
和
歌
の
興
隆
や
和
歌
表
現
に
興
じ
る
文
芸

意
識
が
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
そ
の
端
緒
と
し
て
の

二
歌
合
を
定
義
す
る
「
撰
歌
機
関
」
と
い
う
呼
称
が
「
新
撰
万
葉
集
編
纂

の
た
め
」
と
い
う
前
提
が
つ
く
も
の
で
あ
る
た
め
か
、こ
の
二
歌
合
を
「
撰

歌
機
関
」
で
は
な
く
、
歌
合
の
一
般
的
な
形
態
と
し
て
用
い
ら
れ
る
〈
撰

歌
合
〉
と
す
る
呼
称
が
研
究
史
の
な
か
で
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
二
、
『
歌
合
大
成
』
以
降

　
『
新
編
国
歌
大
観
』
解
題
や
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
の
中
で
も
二
歌
合

は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
① 

そ
の
直
後
に
催
さ
れ
た
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
予
行
的
行
事
と
み
ら

れ
る
…
…
行
事
や
判
定
の
記
録
が
ま
っ
た
く
伝
わ
ら
な
い
た
め
、
通

常
の
行
事
形
式
を
備
え
た
歌
合
で
は
な
く
、
歌
人
た
ち
か
ら
集
め
た

和
歌
を
撰
収
し
た
撰
歌
合
と
い
う
見
方
も
な
さ
れ
て
い
る
。

 

（
村
瀬
敏
夫
『
新
編
国
歌
大
観
』
是
貞
親
王
家
歌
合
解
題
）

　
② 

行
事
や
判
定
の
記
録
も
な
く
、
か
つ
歌
合
史
の
初
期
に
こ
れ
ほ
ど
の

歌
合
が
催
さ
れ
た
と
思
わ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
是
貞
親
王
家
歌
合
と

同
じ
く
机
上
の
操
作
に
よ
る
撰
歌
合
と
も
み
ら
れ
て
い
る
。

 

（
村
瀬
敏
夫
『
新
編
国
歌
大
観
』
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
解
題
）

　
③ 

方
人
、
判
者
、
勝
敗
の
記
録
は
な
く
、
古
歌
、
旧
詠
、
新
詠
の
撰
歌

合
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

（
泉
紀
子
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
）

　
解
題
や
辞
典
の
解
説
で
あ
る
た
め
も
あ
り
、簡
潔
な
記
述
で
あ
る
が
、〈
撰

歌
合
〉
と
し
た
理
由
は
①
②
③
と
も
「
行
事
や
判
定
の
記
録
が
ま
っ
た
く

伝
わ
ら
な
い
た
め
」、
②
は
併
せ
て
規
模
の
大
き
さ
も
指
摘
し
て
い
る
が
、

『
歌
合
大
成
』
が
言
及
す
る
と
こ
ろ
の
「
撰
歌
機
関
」
ま
で
の
記
述
は
な
い
。

③
で
、
泉
は
『
新
撰
万
葉
集
』
は
「
歌
合
歌
の
左
歌
を
上
巻
に
右
歌
を
下

巻
に
配
し
た
」
と
も
述
べ
、『
新
撰
万
葉
集
』
の
配
列
が
当
歌
合
の
構
成
と

深
く
関
わ
る
こ
と
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、『
新
撰
万
葉
集
』
の
た
め
の

撰
歌
と
ま
で
は
記
し
て
い
な
い
。
こ
こ
ま
で
の
解
説
で
は
、『
歌
合
大
成
』

が
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
合
に
つ
い
て
、
集
め
た
歌
を
歌
合
形
式
に
整
え
た
〈
撰

歌
合
〉
と
説
明
し
た
と
こ
ろ
ま
で
し
か
理
解
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
一
方
で
、
先
述
し
た
よ
う
に
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
の
、
「
寛

平
御
時
中
宮
歌
合
」
の
項
に
も
、
「
昌
泰
元8

9
8

年
の
宇
多
法
皇
吉
野
行

幸
の
歌
や
延
喜
五9

0
5

年
定
国
四
十
賀
の
歌
を
含
む
の
で
、
既
出
詠
を
用

い
た
撰
歌
合
と
考
え
れ
ば
主
催
者
は
温
子
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
（
中

周
子
）
」
と
〈
撰
歌
合
〉
と
い
う
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

当
歌
合
に
対
し
て
は
、
以
前
の
二
歌
合
と
は
萩
谷
の
〈
撰
歌
合
〉
の
定
義

（7）

の
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
萩
谷
は
こ
の
歌
合
に
つ
い
て
『
歌
合
大
成
』
で
「
本
歌
合
が
、
春
・
夏
・
秋
・

冬
・
恋
の
五
題
に
よ
る
旧
作
新
詠
を
集
め
た
撰
歌
合
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ

と
は
二
十
巻
本
目
録
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
「
た
だ
し
、

班
子
女
王
歌
合
（
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
―
稿
者
注
）
の
如
く
大
規
模
な
も

の
で
な
く
…
…
班
子
女
王
歌
合
が
単
に
新
撰
万
葉
集
の
撰
歌
機
関
で
あ
っ

た
ら
し
い
の
に
反
し
て
、
こ
れ
が
具
体
的
な
歌
合
行
事
の
場
を
持
ち
得
る

程
の
小
規
模
の
歌
合
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
」
、
「
前
者
に
そ
の
規
範
を

得
て
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
想
定
し
て

い
る
。
開
催
の
た
め
に
歌
を
選
ぶ
意
味
で
の
〈
撰
歌
合
〉と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
寛
平
御
時
中
宮
歌
合
」
が
、
実
際
の
「
歌
合
」
と
い
う
和
歌
の
披
講

方
式
を
撰
ん
で
開
催
さ
れ
、
当
日
を
迎
え
る
ま
で
の
入
念
な
準
備
も
あ
っ

た
ろ
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
場
」
の
有
無
に
つ
い
て
の
考
察
も
他

の
要
件
と
併
せ
て
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
現
在
の
解
説
類
で
は
、
『
歌
合
大
成
』
が
平
安

初
期
の
歌
合
に
つ
い
て
も
〈
撰
歌
合
〉
と
記
述
す
る
呼
称
を
そ
の
ま
ま
継

承
し
て
お
り
、
秀
歌
撰
で
あ
る
の
か
、
実
行
さ
れ
た
催
し
か
否
か
の
区
別

は
詳
し
く
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
錦
仁
『
歌
合

を
読
む
』
は
、
こ
の
二
歌
合
を
「
良
き
歌
を
選
別
す
る
た
め
に
机
上
で
編

ん
だ
歌
合
」
と
し
、
「
と
も
に
机
上
で
編
む
撰
歌
合
」
と
こ
の
二
歌
合
の

性
格
を
明
確
に
し
て
い
る
（1

1
7

頁
）
。

　
次
節
で
は
、
平
安
和
歌
・
歌
学
書
を
集
大
成
し
て
著
さ
れ
た
、
鎌
倉
期
の

歌
学
書
『
八
雲
御
抄
』
が
〈
撰
歌
合
〉
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
を
検
討
す
る
。

　

　
　
　
三
、
〈
撰
歌
合
〉
と
は
―
―
『
八
雲
御
抄
』
の
歴
史
的
理
解
―
―

　
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
〈
撰
歌
合
〉
の
現
在
の
定
義
は
「
場
」
が
あ
る

歌
合
で
実
際
に
披
講
さ
れ
た
か
、
ま
た
、
秀
歌
撰
と
し
て
歌
合
形
式
を

取
っ
た
の
か
、
双
方
向
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
場
」
が
あ
る
場
合
も
、

撰
者
に
よ
っ
て
撰
歌
が
行
わ
れ
た
歌
合
で
あ
る
、
と
限
定
さ
れ
る
。

　
平
安
時
代
歌
学
を
集
大
成
す
る
と
言
わ
れ
る
順
徳
院
『
八
雲
御
抄
』
は
、

「
巻
二
、
作
法
部
」
に
歌
合
の
種
類
や
形
式
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。

内
容
的
に
は
藤
原
清
輔
『
袋
草
紙
』
の
歌
合
次
第
な
ど
を
承
け
る
が
、
新

た
に
構
成
さ
れ
た
そ
れ
は
、
順
徳
院
の
考
察
す
る
「
歌
合
と
は
な
に
か
」

を
伝
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
内
裏
歌
合
（
天
徳
四
年
、
永
承
四
年
、
承
暦

二
年
）
を
晴
儀
の
歌
合
の
「
例
」
と
し
て
ま
ず
掲
げ
て
、
そ
の
他
の
菊
合

や
根
合
な
ど
物
合
に
伴
う
歌
合
と
区
別
す
る
な
ど
の
規
範
化
が
う
か
が
え

る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
中
で
、
撰
歌
合
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
、
「
十
一
、
番

つ
が
う
こ
と

事
」
（
注
９
）

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
番
え
る
相
手
に
つ
い
て
の
制
限
に
つ
い
て
述
べ
る

が
、
〈
撰
歌
合
〉
で
は
誰
と
合
わ
せ
て
も
よ
い
と
し
て
言
及
す
る
一
方
、

「
七
、
判
者
」
の
項
に
、
「
歌
合
撰
者
」
を
判
者
の
次
に
よ
く
思
慮
し
て
撰

ぶ
よ
う
に
述
べ
、
代
表
的
な
撰
者
を
挙
げ
る
。
そ
こ
に
は
、
賀
陽
院
水
閣

歌
合
（
長
元
八
〈
一
〇
三
五
〉
年
）
の
公
任
や
承
暦
二
年
内
裏
歌
合
（
承

暦
二
〈
一
〇
七
八
〉
年
四
月
二
八
日
）
の
経
信
と
い
う
左
右
の
撰
者
を
務

め
た
撰
者
な
ど
を
引
い
て
い
る
。
撰
者
の
う
ち
、
公
任
の
名
が
上
が
る
の

は
、
そ
の
秀
歌
撰
に
「
前
十
五
番
歌
合
」
「
後
十
五
番
歌
合
」
が
あ
る
こ

と
も
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
「
寛
平
御
時
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と
も
机
上
の
歌
合
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
（
注
５
）
。

　
ま
た
、
そ
の
成
立
の
特
殊
性
に
つ
い
て
、
萩
谷
は
「
歌
合
の
歴
史
が
、

和
歌
文
学
自
体
の
自
発
的
要
因
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
外
的
な
理
由
に

よ
っ
て
、
そ
の
成
長
を
極
め
て
人
事
的
に
刺
激
さ
れ
促
進
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
す
る
仮
説
に
従
う
な
ら
、
僅
か
な
年
月
の
間
に
歌
合
４
や
歌
合
５

（
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
―
稿
者
注
）
の
よ
う
に

大
規
模
な
歌
合
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
も
不
当
で
は
な
」
い
と
指
摘
す
る

（
第
五
巻3

0
4
8

頁
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
歌
合
を
、
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
主
催

者
と
し
て
名
を
用
い
ら
れ
て
い
る
人
々
の
背
後
に
、
宇
多
天
皇
の
大
き
な

意
志
が
働
い
て
い
て
、
究
極
的
に
は
、
菅
原
道
真
を
撰
者
と
し
て
命
じ
た

新
撰
万
葉
集
編
纂
の
た
め
の
、
撰
歌
機
関
と
し
て
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」

と
す
る
論
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
『
新
撰
万
葉
集
』
の
た
め
の

撰
歌
機
関
で
あ
る
た
め
、
晴
儀
歌
合
と
し
て
の
行
事
的
要
素
が
伴
わ
な
い

と
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
を
歴
史
的
背
景
か
ら
考
察
す
る
萩
谷
は
、

宇
多
天
皇
は
か
く
の
如
く
、
し
ば
し
ば
歌
合
を
催
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
当
時
の
人
々
の
和
歌
に
対
す
る
批
判
的
精
神
を
洗
練
し
、
撰

集
に
詠
草
を
進
め
し
め
て
創
作
意
欲
を
励
ま
さ
れ
た
…
…

と
、
こ
の
時
代
に
、
新
古
今
時
代
の
後
鳥
羽
院
の
如
く
、
意
図
的
に
歌
合

の
形
式
に
よ
る
撰
歌
を
企
画
し
た
の
が
宇
多
天
皇
で
あ
る
と
し
て
い
る

（3
0
6
1

頁
）
（
注
６
）
。

　
や
は
り
、
二
歌
合
は
、
特
別
な
も
の
に
な
ろ
う
。

　
『
歌
合
大
成
』
に
記
録
さ
れ
る
歌
合
は
、
以
後
、「
亭
子
院
女
郎
花
合
」（
昌

泰
元
年
女
郎
花
合
、
昌
泰
元
〈
八
九
八
〉
年
秋
、『
歌
合
大
成
』
番
号
９
）
、「
宇

多
院
歌
合
」（
宇
多
院
女
郎
花
合
、
年
次
未
詳
、『
歌
合
大
成
』
番
号
10
）
、「
朱

雀
院
歌
合
」
（
朱
雀
院
女
郎
花
合
、
年
次
未
詳
、
『
歌
合
大
成
』
番
号
11
）
、

「
無
名
歌
合
」（
八
月
十
五
夜
或
所
歌
合
、
延
喜
元
／
昌
泰
四
〈
九
〇
一
〉
年
、

『
歌
合
大
成
』
番
号
12
）
と
続
く
。

　
「
亭
子
院
女
郎
花
合
」
（
注
７
）

は
物
合
に
付
随
す
る
歌
合
の
形
式
に
よ

る
女
郎
花
合
の
最
古
と
い
わ
れ
、
後
宴
和
歌
も
記
録
さ
れ
る
。
そ
の
後
に

行
わ
れ
た
と
推
測
す
る
「
宇
多
院
歌
合
」
、
年
次
未
詳
な
が
ら
も
宇
多
が

関
わ
る
「
朱
雀
院
歌
合
」
ま
で
の
三
歌
合
は
「
女
郎
花
合
」
で
あ
る
が
、

「
宇
多
院
歌
合
」
は
十
二
番
、
「
朱
雀
院
歌
合
」
は
断
簡
が
伝
わ
る
の
み
で

実
体
は
未
詳
で
あ
る
。
萩
谷
は
旧
版
（
一
九
六
二
年
）
の
『
和
歌
文
学
大

辞
典
』
で
『
新
撰
万
葉
集
』
に
四
首
が
共
通
す
る
「
宇
多
院
歌
合
」
に
つ

い
て
も
「
亭
子
院
女
郎
花
合
後
宴
歌
と
一
首
共
通
し
て
い
る
の
で
、
旧
詠

を
交
え
た
撰
歌
合
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
し
て
い
る
。
「
無
名
歌
合
」
も

十
五
夜
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
伺
え
る
が
、
主
催
者
、
歌
人
、
方
人
も
不
明

の
歌
合
で
あ
り
、
新
出
資
料
（
注
８
）

を
含
め
て
も
、
二
十
一
首
の
和
歌
が

残
る
小
規
模
の
も
の
で
、〈
撰
歌
合
〉
か
否
か
、ひ
と
ま
ず
判
断
か
ら
省
く
。

　
こ
の
な
か
で
は
、
「
寛
平
中
宮
歌
合
」
と
同
じ
く
「
宇
多
院
歌
合
」
を

平
安
初
期
撰
歌
合
検
討
の
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
次
い
で
『
歌
合
大
成
』
に
〈
撰
歌
合
〉
と
さ
れ
、
そ
の
定
義
の
内
容
が

伺
え
る
の
は
、
「
左
兵
衛
佐
定
文
歌
合
」
（
右
兵
衛
少
尉
貞
文
歌
合
、
延
喜

五
〈
九
〇
五
〉
年
四
月
二
八
日
、
『
歌
合
大
成
』
番
号
16
）
で
あ
る
。
こ

れ
に
は
、「
古
歌
近
詠
の
出
色
な
る
も
の
を
自
由
に
撰
ん
で
、
歌
合
に
番
っ

た
極
め
て
純
粋
な
意
味
で
の
撰
歌
合
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
、
「
本
歌
合
が
遊

宴
と
し
て
の
行
事
形
態
に
乏
し
い
純
粋
な
撰
歌
合
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
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九
年
に
は
東
宮
御
息
所
小
箱
合
が
行
わ
れ
る
な
ど
頗
る
混
迷
し
た

様
相
を
呈
し
て
い
る
…
…
（
同
10
頁
）
。

と
、
傍
線
部
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
（
注
４
）

一
方
で
、「
寛
平
御
時
菊
合
」

（
内
裏
菊
合
、
仁
和
四
〈
八
八
八
〉
年
～
寛
平
三
〈
八
九
一
〉
年
秋
、
『
歌

合
大
成
』
番
号
３
）
や
「
東
宮
御
息
所
箱
合
」（
東
宮
御
息
所
温
子
小
箱
合
、

寛
平
九
〈
八
九
七
〉
年
春
、
『
歌
合
大
成
』
番
号
７
）
を
先
の
二
歌
合
を

は
さ
む
時
期
の
開
催
な
が
ら
、
物
合
的
要
素
の
濃
い
歌
合
と
し
て
例
示
し

て
い
る
。
「
歌
合
発
生
の
歴
史
は
決
し
て
物
合
か
ら
歌
合
へ
と
い
う
よ
う

な
単
純
な
経
路
を
辿
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
萩
谷
の
い
う
初
期
歌
合
の
統
一
性
の
な
さ
、
混
迷
ぶ
り
は
、
残

存
す
る
資
料
の
稀
少
さ
（
東
宮
御
息
所
箱
合
は
記
録
も
残
ら
な
い
）
の
た

め
に
、
ご
く
一
部
の
歌
合
し
か
見
え
て
い
な
い
こ
と
と
も
関
わ
る
。
特
に

平
安
初
期
に
宮
廷
行
事
と
し
て
行
わ
れ
る
歌
合
も
あ
る
中
で
、
開
催
す

る
側
に
と
っ
て
も
歌
合
と
は
、
と
い
う
確
た
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
で
き

あ
が
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
も
辿
り
着
く
。
ま
た
、
十
巻
本
、

二
十
巻
本
に
残
さ
れ
て
い
る
内
裏
や
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
行

わ
れ
た
催
し
の
記
録
、
二
方
に
分
か
れ
た
チ
ー
ム
競
技
に
和
歌
が
含
ま
れ

る
も
の
を
「
歌
合
」
と
呼
ぶ
と
き
、
そ
の
様
式
が
多
様
な
も
の
を
含
ん
で

い
て
、
歌
合
が
段
階
を
踏
ん
で
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
の
も
当
然
の
こ

と
に
な
ろ
う
。
和
歌
を
比
較
す
る
様
式
と
し
て
「
歌
合
」
が
あ
る
現
在
、

催
し
の
性
格
を
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
意
味
で
、
現
在
対
象
と
す
る
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
「
寛
平
御
時

后
宮
歌
合
」
と
類
似
し
た
特
徴
を
持
つ
も
の
に
、
「
寛
平
御
時
中
宮
歌
合
」

（
后
宮
胤
子
歌
合
、
寛
平
八
〈
八
九
六
〉
年
以
前
、『
歌
合
大
成
』
番
号
６
）

が
あ
る
。
四
季
恋
題
の
一
七
番
、
二
歌
合
よ
り
番
数
は
少
な
い
歌
合
で
、

所
収
和
歌
に
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
な
ど
他
の
歌
合
と
重
複
す
る
和
歌

が
あ
り
、
「
延
喜
五
〈
九
〇
五
〉
年
定
国
四
十
賀
」
の
歌
な
ど
が
含
ま
れ

て
い
る
た
め
、
既
出
詠
を
用
い
た
撰
歌
合
（
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
）
と
も

言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
二
十
巻
本
目
録
に
は
『
歌
合
大
成
』
が
付
す
番

号
の
よ
う
に
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
の
次
に
、
「
寛
平
御
時
中
宮
歌
合
」

が
記
載
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
成
立
や
主
催
者
は
再
度
考
証
す
る
必
要

が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
和
歌
本
文
は
、
江
戸
時
代
書
写
の
神
宮
文
庫
本

以
前
の
も
の
は
な
く
、
二
十
巻
本
目
録
は
、
歌
合
名
に
「
胤
子
」
「
七
条

中
宮
」
を
注
し
て
い
る
が
、「
胤
子
」
は
宇
多
天
皇
女
御
（
醍
醐
天
皇
母)

の
名
で
、
「
七
条
中
宮
」
は
、
宇
多
天
皇
女
御
、
藤
原
温
子
を
意
味
す
る
。

主
催
者
を
確
定
す
る
要
素
が
揺
ら
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
成
立
年
と
さ
れ

る
寛
平
八
年
も
「
胤
子
」
が
同
年
の
没
で
あ
る
た
め
に
最
下
限
と
し
て
仮

に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
新
撰
万
葉
集
』
と
の
重
出
が
一
首
あ
り
、

二
歌
合
と
近
い
時
期
の
宇
多
天
皇
周
辺
の
人
が
主
催
者
と
見
做
さ
れ
る
こ

の
歌
合
が
、
撰
歌
合
と
し
て
、
秀
歌
撰
を
編
む
様
式
と
し
て
集
め
ら
れ
た

の
か
、
広
い
範
囲
か
ら
の
撰
歌
を
も
っ
て
実
際
に
歌
合
を
行
っ
た
の
か
、

常
に
視
野
に
入
れ
て
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
な
か
で
、
「
新
撰
万
葉
集
編
纂
の
た
め
の
撰
歌
母
胎
」
と
目
さ
れ

て
い
る
二
つ
の
歌
合
は
、
秀
歌
を
集
め
る
目
的
を
持
っ
て
編
ま
れ
た
も
の

と
い
う
理
解
に
な
り
、
そ
れ
が
〈
撰
歌
合
〉
と
い
う
呼
び
方
と
結
び
つ
い

た
か
と
思
わ
れ
る
。
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
は
三
十
五
番
（
萩
谷
は
四
十

番
も
し
く
は
五
十
番
を
想
定
す
る
）
で
あ
る
が
、
「
寬
平
御
時
后
宮
歌
合
」

は
百
番
の
規
模
で
あ
る
の
で
、
一
日
の
う
ち
の
催
行
は
不
可
能
で
あ
る
こ
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で
、
勝
負
や
判
が
付
さ
れ
る
場
合
と
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
既
存
の
詠
歌

か
ら
撰
ん
で
番
え
る
も
の
と
、
当
代
の
歌
人
が
そ
の
歌
合
の
た
め
に
詠
ん
だ

歌
の
う
ち
か
ら
歌
を
撰
ん
で
番
え
る
も
の
に
大
別
さ
れ
る
」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
項
目
執
筆
者
の
吉
野
朋
美
が
例
示
す
る
よ
う
に
、
既
存
の
詠
歌
か
ら

…
…
と
い
う
前
者
は
、
実
際
の
歌
合
が
行
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
公
任

撰
の
「
前
十
五
番
歌
合
」「
後
十
五
番
歌
合
」、
後
鳥
羽
院
に
よ
る
「
時
代
不

同
歌
合
」
な
ど
の
作
品
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
秀
歌
撰
の
一
形
態
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
後
者
は
歌
合
を
開
催
す
る
た
め
に
準
備
さ
れ
る
「
撰
歌
」
で
あ
り
、

こ
の
例
に
、
吉
野
は
「
建
仁
元1201

年
三
月
二
九
日
、
後
鳥
羽
院
主
催
で

左
右
二
六
名
の
詠
出
し
た
二
六
〇
首
か
ら
左
右
各
三
六
首
を
撰
歌
結
番
し
て

隠
名
で
判
を
付
し
た
」「
新
宮
撰
歌
合
」
を
挙
げ
る
。
歌
合
の
た
め
に
撰
歌

が
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
例
は
歌
合
催
行
が
最
終
目

的
で
は
な
く
『
新
古
今
和
歌
集
』
撰
集
に
向
け
た
行
事
の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ

た
。
同
時
期
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
「
撰
歌
合
（
建
仁
元
年
八
月
十
五
夜
）」

「
千
五
百
番
歌
合
」（
後
鳥
羽
院
に
よ
っ
て
召
さ
れ
た
第
三
度
百
首
を
歌
合
に

結
番
し
た
も
の
。
歌
人
百
首
詠
進
は
建
仁
元
年
六
月
頃
ま
で
で
、
同
二
年
九

月
頃
に
歌
合
と
し
て
結
番
）
な
ど
が
あ
っ
て
、
開
催
を
伴
う
も
の
も
、
伴
わ

な
い
も
の
も
あ
る
が
、
撰
集
の
た
め
の
作
品
収
集
の
機
会
と
す
る
撰
歌
合
は
、

後
鳥
羽
院
の
時
代
に
多
く
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
冒
頭
で
稿
者
が
「
和

歌
史
の
中
で
は
、新
古
今
時
代
の
撰
集
の
企
画
の
際
に
耳
慣
れ
る
〈
撰
歌
合
〉」

と
記
し
た
の
も
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
一
方
、
平
安
時
代
の
歌
合
開
催
に
向
け
て
の
撰
者
は
、
公
的
晴
儀
の
歌

合
な
ど
で
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
当
代
の
歌
人
が
そ
の
歌
合

の
た
め
に
詠
ん
だ
歌
を
撰
ん
だ
〈
撰
歌
合
〉
も
、
開
催
場
所
に
か
か
わ
ら

ず
、
公
的
晴
儀
の
歌
合
同
様
に
前
以
て
の
準
備
を
要
す
る
催
し
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
具
体
的
な
催
し
の
様
相
か
ら
辿
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
一
、
平
安
初
期
の
歌
合

　
前
節
で
、
歌
合
の
大
き
な
流
れ
と
撰
歌
合
の
定
義
を
確
認
し
た
が
、
し

か
し
、
そ
の
流
れ
も
一
方
向
の
変
化
、
進
化
で
は
な
い
こ
と
は
、
『
歌
合

大
成
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
現
存
最
古
の
歌
合
と
さ
れ
、
十
巻
本
に
資
料
が
残
る
「
民
部

卿
家
歌
合
」
（
民
部
卿
行
平
歌
合
、
仁
和
元
〈
八
八
五
〉
年
～
仁
和
三
年

四
月
、
『
歌
合
大
成
』
番
号
１
）
（
注
３
）

に
つ
い
て
は
、
「
物
合
あ
る
い
は

物
合
に
附
随
し
た
歌
合
で
は
な
く
、
む
し
ろ
州
浜
が
歌
合
の
一
構
成
部
分

と
し
て
参
加
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
と
こ
ろ
に
、
初
期
の
歌
合
と

し
て
は
頗
る
進
化
し
た
形
式
を
整
え
て
い
る
」
（
第
一
巻
10
頁
上
段
）
と

し
、
続
く
「
史
的
評
価
」
の
項
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
是
貞
親
王

家
歌
合
」（
寛
平
五
〈
八
九
三
〉
年
九
月
以
前
の
秋
、『
歌
合
大
成
』
番
号
４
）

「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
（
皇
太
夫
人
班
子
女
王
歌
合
、
寛
平
元
〈
八
八
九
〉

年
～
寛
平
五
年
九
月
二
五
日
。
『
歌
合
大
成
』
番
号
５
）
の
二
歌
合
を
、

本
歌
合
の
後
、
さ
ほ
ど
間
も
な
い
寛
平
五
年
に
は
、
后
宮
歌
合
や

是
貞
親
王
歌
合
の
如
き
百
番
・
数
十
番
の
大
規
模
な
撰
歌
合
が
新

撰
万
葉
集
編
纂
の
た
め
の
撰
歌
母
胎
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
と

思
う
と
、
そ
の
一
方
に
は
、
仁
和
四
年
乃
至
寛
平
二
年
の
一
層
近

い
こ
ろ
に
、
本
歌
合
よ
り
な
お
素
朴
な
殆
ど
歌
合
と
し
て
の
体
を

な
さ
ぬ
純
粋
物
合
に
近
い
内
裏
菊
合
が
行
わ
れ
、
か
つ
ま
た
寛
平
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親
王
が
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
歌
合
で
あ
る
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」「
寛
平
中

宮
歌
合
」「
寬
平
御
時
后
宮
歌
合
」
な
ど
の
注
釈
を
試
み
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
行
研
究
の
中
で
は
こ
の
二
歌
合
を
〈
撰
歌
合
〉
で
あ
る
と

指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
。
和
歌
史
の
中
で
は
、
新
古
今
時
代
の
撰
集
の
企
画

の
際
に
耳
慣
れ
る
〈
撰
歌
合
〉
の
称
が
、
初
期
の
段
階
で
す
で
に
成
立
し
て

い
る
と
さ
れ
る
そ
の
点
に
つ
い
て
の
稿
者
の
考
察
を
述
べ
た
い
。

　
歌
合
の
成
立
の
歴
史
に
つ
い
て
、
詳
細
か
つ
系
統
的
な
研
究
の
嚆
矢
と
な
る

『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
は
、第
五
巻
、第
二
部
第
三
章
の
「
平
安
朝
歌
合
の
構
成
」

を
三
節
（
第
一
節 

人
員
的
構
成
、
第
二
節 

物
質
的
構
成
、
第
三
節 

行
為
的

構
成
）
に
分
け
て
解
説
し
て
い
る
（3174

頁
～3247

頁
）。
内
裏
で
行
わ
れ

る
晴
儀
の
歌
合
か
ら
、
個
人
の
自
歌
合
の
よ
う
な
私
的
な
も
の
ま
で
、
歌
合

は
千
差
万
別
の
形
態
を
も
つ
が
、
十
巻
本
、
二
十
巻
本
な
ど
の
資
料
に
残
る

す
べ
て
の
歌
合
を
時
代
順
に
配
し
、
検
討
し
た
結
果
の
論
で
あ
る
。

　
歌
合
は
、
和
歌
二
首
を
一
つ
の
番

つ
が
い

と
し
、
そ
の
優
劣
を
競
う
。
勝
負
が

判
者
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
勝
と
さ
れ
た
歌
は
和
歌
作
者
・

歌
人
の
名
誉
と
な
る
が
、
最
終
的
な
勝
負
は
あ
く
ま
で
左
右
の
グ
ル
ー
プ

全
体
の
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
左
右
に
分
か
れ
優
劣
を
競
う
勝
負
形

式
は
、
相
撲
の
伝
統
を
承
け
、
植
物
や
作
り
物
を
比
べ
て
批
評
し
観
賞
す

る
物
合
の
余
興
に
詠
ま
れ
て
い
た
和
歌
が
、
単
独
で
勝
負
の
素
材
と
な

り
、
そ
の
判
定
の
協
議
内
容
が
歌
論
へ
と
繋
が
っ
た
。
物
合
の
段
階
で
は
、

物
、
ひ
い
て
は
チ
ー
ム
の
優
劣
を
競
う
こ
と
を
楽
し
む
遊
戯
的
な
要
素
が

強
く
、
和
歌
も
そ
の
一
材
料
で
あ
っ
た
が
、
和
歌
中
心
の
勝
負
に
な
る
に

つ
れ
、
文
芸
的
な
要
素
が
強
く
な
る
。
内
裏
な
ど
で
行
う
行
事
性
の
高
い

歌
合
に
は
、
儀
式
的
な
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
歌
独
自
の
技
巧
、

内
容
の
優
劣
を
判
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
自
歌
合
に
至
っ
て
は
、

自
ら
の
和
歌
の
優
劣
を
定
め
る
と
同
時
に
、
配
置
し
、
番
に
組
み
合
わ
せ

る
編
集
作
業
を
行
う
こ
と
で
、
作
品
の
新
た
な
長
所
の
発
見
に
繋
が
る
。

そ
の
意
味
で
、
歌
合
は
和
歌
観
賞
の
た
め
の
一
つ
の
形
式
に
も
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
大
ま
か
に
い
え
ば
、
歌
合
は
、
和
歌
が
比
べ
楽
し
む
要
素
の

ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
物
合
の
よ
う
な
遊
戯
的
、
儀
式
的
性
格
を
も
つ

行
事
か
ら
、
和
歌
中
心
の
文
芸
至
上
主
義
の
競
技
と
な
っ
て
、
作
者
で
あ

る
歌
人
の
面
目
を
施
す
機
会
と
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
『
歌
合
大
成
』
に

導
か
れ
る
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
な
か
で
、
歌
合
で
競
わ
れ
る
和
歌
を
用
意
す
る
役
割
に
「
撰
者
」

が
あ
っ
た
。
初
期
の
歌
合
で
は
、
チ
ー
ム
構
成
者
と
し
て
出
場
す
る
方
人

も
、
優
れ
た
和
歌
を
作
る
歌
人
も
、
選
ぶ
撰
者
も
、
歌
合
に
お
い
て
分
担

さ
れ
る
一
つ
の
役
割
で
あ
る
。
先
述
の
『
歌
合
大
成
』
に
示
さ
れ
る
「
人

員
的
構
成
」
に
は
、
主
催
者
、
方
人
、
方
人
頭
、
念
人
、
講
師
、
読
師
、

算か
ず
さ
し刺

、
題
者
に
続
い
て
、
撰
者
、
歌
人
、
判
者
な
ど
が
あ
が
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
萩
谷
が
「
撰
者
は
歌
合
に
必
須
の
人
的
要
素
で
あ
る
と
は
限
ら

な
い
…
…
客
観
的
な
立
場
に
お
け
る
厳
密
な
意
味
で
の
撰
者
と
い
う
も
の

は
、
出
詠
さ
れ
た
多
数
の
作
品
の
中
か
ら
選
択
し
て
提
出
す
る
と
い
う
、

兼
題
の
撰
歌
合
の
場
合
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
（3

1
8
7

頁
）
と
す
る

の
は
、
撰
者
が
多
様
な
歌
合
様
式
の
中
で
、
内
裏
で
の
歌
合
な
ど
、
あ
ら

か
じ
め
入
念
に
準
備
さ
れ
る
、
「
兼
題
」
の
歌
合
の
場
合
に
必
要
な
役
割

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
方
、〈
撰
歌
合
〉
に
つ
い
て
、『
和
歌
文
学
大
辞
典
』（
注
２
）

に
は
、「
さ

ま
ざ
ま
な
作
品
、
あ
る
い
は
歌
人
の
秀
歌
を
撰
ん
で
歌
合
に
仕
立
て
た
も
の
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（1）

　
　
　
は
じ
め
に

　
平
安
初
期
の
歌
合
に
つ
い
て
、
恵
阪
友
紀
子
・
奥
野
陽
子
・
岸
本
理
恵

と
の
共
同
研
究
を
進
め
る
中
で
、
稿
者
ら
の
念
頭
に
置
い
た
こ
と
は
、
小

規
模
の
歌
合
の
和
歌
を
一
首
一
首
精
査
す
る
こ
と
で
、
宇
多
天
皇
が
関
わ

る
平
安
初
期
歌
壇
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

「
菊
合
」
や
「
女
郎
花
合
」
と
い
っ
た
物
合
に
付
随
し
て
行
わ
れ
た
和
歌

の
披
露
や
勝
負
は
、
菊
の
名
所
や
花
の
名
前
を
和
歌
に
詠
み
込
む
作
品
を

生
み
、
花
の
名
を
題
に
据
え
た
物
名
歌
を
合
わ
せ
る
物
名
合
の
開
催
を
導

い
て
い
る
。
稿
者
ら
は
、
そ
の
際
の
和
歌
表
現
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て

き
た
の
で
あ
る
（
注
１
）
。

　
次
の
段
階
と
し
て
、
古
今
集
的
表
現
を
醸
成
し
た
時
代
に
撰
集
を
編
む

こ
と
の
意
味
を
考
え
る
た
め
に
、『
古
今
和
歌
集
』
に
先
ん
じ
て
編
ま
れ
た

『
新
撰
万
葉
集
』
に
関
わ
る
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」

は
避
け
ら
れ
な
い
対
象
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
現
在
、
宇
多
天
皇
の
時
代
の
后
、

抄
録

　
『
新
撰
万
葉
集
』
の
撰
歌
資
料
と
な
っ
た
こ
と
で
着
目
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
開
催
実
態
が
詳
ら
か
で
な
い
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
に
つ
い
て
、
萩
谷

朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
（
以
下
『
歌
合
大
成
』
と
記
す
）
は
、
〈
撰
歌
合
〉
と
い
う
語
を
用
い
て
説
明
し
、
そ
の
定
義
が
定
着
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
一
方
で
萩
谷

は
こ
れ
ら
を
「
撰
歌
機
関
」
と
も
述
べ
る
。
そ
の
成
立
の
実
相
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
稿
者
は
、
平
安
時
代
初
期
の
歌
合
で
あ
る
二
歌
合
を
考
察
す
る
た
め
に
、

そ
も
そ
も
〈
撰
歌
合
〉
と
は
何
か
を
研
究
史
の
中
で
確
認
し
、
『
新
撰
万
葉
集
』
編
纂
の
た
め
の
和
歌
収
集
を
、
歌
合
形
式
で
行
っ
た
意
味
を
改
め
て
考
察
す
べ
き
必
要
が
あ
る
こ

と
を
述
べ
た
。
研
究
史
の
中
で
『
歌
合
大
成
』
に
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
改
め
て
検
証
す
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
大
局
的
に
は
そ
の
慧
眼
を
深
く
受
け
と
め
て
、
こ
の
二

歌
合
に
つ
い
て
の
〈
撰
歌
合
〉
と
の
評
言
を
、
単
な
る
〈
撰
歌
合
〉
で
は
な
く
、
宇
多
天
皇
が
意
図
し
て
設
け
た
〈
撰
歌
機
関
〉
と
し
て
の
〈
撰
歌
合
〉
で
あ
っ
た
と
改
め
た
上
で

歌
合
研
究
を
進
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
際
の
留
意
点
に
つ
い
て
も
指
摘
を
行
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
宇
多
天
皇
　
撰
歌
合
　
撰
歌
機
関

平
安
初
期
歌
合
に
お
け
る
撰
歌
合
の
意
味

―
是
貞
親
王
家
歌
合
・
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
を
中
心
に
し
て
―

三
木
　
麻
子

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉


