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一
、
は
じ
め
に

　

和
歌
史
に
お
い
て
先
行
歌
の
表
現
を
摂
取
す
る
と
い
う
こ
と
に
、

文
芸
上
の
価
値
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
新
古
今
時
代
の
本
歌
取
と
い

う
技
法
の
発
達
と
密
接
に
関
わ
る
。
一
方
で
は
、
先
行
歌
か
ら
の
表

現
摂
取
に
文
芸
上
の
価
値
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
古
歌
か
ら
の
表

現
摂
取
は
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
も
な
り
、
ま
た
、
近
い
時
代
の
和

歌
か
ら
の
表
現
摂
取
は
表
現
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
が
厳
密
に
問
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
（『
近
代
秀
歌
』『
詠
歌
大
概
』
等
）。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
先
行
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
に
対
す
る
姿
勢

は
、
同
時
代
や
そ
の
後
の
和
歌
史
に
お
い
て
普
遍
的
で
あ
っ
た
と
は

思
え
な
い
。
例
え
ば
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
い
え
ば
飛
鳥

井
雅
経
や
源
実
朝
の
和
歌
は
、
新
古
今
時
代
に
設
け
ら
れ
た
先
行
歌

か
ら
の
表
現
摂
取
の
制
限
の
枠
組
を
越
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
決
し

て
特
殊
で
な
い
と
す
れ
ば
、
先
行
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
は
新
古
今
時

代
以
降
の
和
歌
史
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
継
承
し
て
い
っ

た
の
か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
糸
口
と
し
て
、
十
三
世

紀
半
ば
頃
鎌
倉
歌
壇
の
最
盛
期
を
現
出
さ
せ
た
宗
尊
親
王
の
和
歌
に

お
け
る
先
行
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
樋
口
芳
麻

呂
氏
の
論
文
「
宗
尊
親
王
初
学
期
の
和
歌―

東
撰
和
歌
六
帖
所
載
歌

を
中
心
に―

」（『
国
語
国
文
学
報
』・
昭
和
四
四
年
三
月
号
）
は
、
彼
の
初

学
期
の
和
歌
で
あ
る
『
東
撰
和
歌
六
帖
』
所
載
歌
に
お
け
る
、
先
行

歌
か
ら
の
表
現
摂
取
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、

　
　

�
親
王
は
、
和
歌
を
習
い
始
め
て
か
ら
、
な
お
日
が
浅
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
古
今
集
・
拾
遺
集
な
ど
の
古
典
和
歌
、
新
古
今
・

新
勅
撰
・
続
後
撰
集
な
ど
の
近
代
・
当
代
の
和
歌
、
更
に
は
万

宗
尊
親
王
の
和
歌

―

先
行
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
の
様
相―

木
村　

尚
志
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葉
集
と
、
広
く
撰
集
か
ら
学
び
取
ろ
う
と
し
て
お
り
、
初
学
期

の
親
王
が
和
歌
に
な
み
な
み
な
ら
ぬ
熱
意
を
示
し
、
貪
欲
に
摂

取
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
先
行
歌
摂
取
の
様
態
を

見
る
に
つ
け
、
彼
も
ま
た
前
述
の
よ
う
な
制
限
の
枠
組
に
収
ま
ら
な

い
歌
人
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
宗
尊
親
王
の
和

歌
に
お
け
る
先
行
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
を
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ

き
な
の
だ
ろ
う
か
。

二
、
古
歌
か
ら
の
表
現
摂
取

　

ま
ず
、
こ
こ
で
は
古
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
を
取
り
上
げ
る
。

〈
Ａ
〉�こ
ひ
そ
む
る
か
ら
あ
ゐ
の
き
ぬ
の
色
に
出
で
て
ふ
か
き
心
を
し

ら
せ
て
し
が
な�

（『
文
応
三
百
首
』・
恋
・
二
〇
二
）

　
　

戀
日
之　

氣
長
有
者　

三
苑
圃
能　

辛
藍
花
之　

色
出
尓
来

　
　

�

こ
ふ
る
ひ
の
け
な
が
く
あ
れ
ば
み
そ
の
ふ
の
か
ら
あ
ひ
の
は
な

の
い
ろ
に
い
で
に
け
り（

�
）

�

（『
類
聚
古
集
』・「
韓
藍
草
部
」・
一
六
九
九
）

　

宗
尊
親
王
詠
は
、『
万
葉
集
』
歌（

�
）

の
下
二
句
を
取
っ
て
い
る
が
、
そ

の
部
分
に
お
い
て
文
字
囲
い
で
示
し
た
よ
う
に
「
き
ぬ
」
と
「
は
な
」

の
違
い
が
あ
る
。
万
葉
仮
名
「
花
」
の
�
と
し
て
、「
き
ぬ
」
は
あ
り

得
な
い
の
で
、
こ
の
違
い
は
作
者
が
故
意
に
行
っ
た
置
き
換
え
に
拠

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
置
き
換
え
に
は
次
の
よ
う
な
根
拠
が

あ
る
だ
ろ
う
。『
万
葉
集
』
の
歌
、

　
　

呉
藍
之　

八
塩
乃
衣　

朝
旦　

穢
者
�
為　

益
希
将
見
裳

　
　

�

カ
ラ
ア
ヒ
ノ
ヤ
シ
ホ
ノ
コ
ロ
モ
ア
サ
ナ

く
ナ
レ
ハ
ス
レ
ト
モ

イ
ヤ
メ
ツ
ラ
シ
モ

�

（『
廣
瀬
本
万
葉
集
』・
巻
一
一
・
寄
物
陳
思
・
二
六
二
三
・
作
者
未
詳
）

の
初
句
は
現
在
で
は
「
く
れ
な
ゐ
の
」
と
�
む
の
が
通
例
だ
が
、
掲

出
の
本
文
の
他
に
、『
類
聚
古
集
』、『
古
葉
略
類
聚
鈔
』、
細
井
本
な

ど
は
「
か
ら
あ
ゐ
の
」
に
作
る
。
こ
の
歌
の
上
二
句
の
措
辞
は
、

　
　

�

わ
が
こ
ひ
は
や
ま
と
に
は
あ
ら
ぬ
か
ら
あ
ゐ
の
や
し
ほ
の
こ
ろ

も
ふ
か
く
そ
め
て
き

�

（『
秋
篠
月
清
集
』・「
院
句
題
五
十
首
」・「
寄
衣
恋
」・
九
九
九
）

等
の
新
古
今
時
代
以
降
の
恋
歌
に
し
ば
し
ば
踏
ま
え
ら
れ
、「
色
」「
深

き
」「
染
む
」
等
の
縁
語
に
よ
る
構
成
が
見
ら
れ
る
。
当
該
歌
は
、『
万

葉
集
』・
二
六
二
三
番
歌
と
、
或
い
は
そ
れ
を
摂
取
し
た
後
世
の
歌
に

拠
っ
て
、「
花
」を「
き
ぬ
」に
置
き
換
え
て
い
る
。そ
の「
き
ぬ
」は
、「
色
」

「
そ
む
る
」「
ふ
か
き
」
と
縁
語
を
構
成
し
て
お
り
、「
き
ぬ
」
を
詠
む

こ
と
で
個
々
の
言
葉
の
相
互
関
係
を
活
か
し
て
い
る
。
ま
た
、『
類
聚

古
集
』（『
万
葉
集
』）・
一
六
九
九
番
歌
は
、
長
く
恋
し
て
い
る
う
ち
に

そ
の
恋
心
が
顔
色
に
出
て
周
囲
の
人
に
知
ら
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ

る
。
し
か
し
、
当
該
歌
は
、
顔
色
に
出
し
て
恋
心
を
相
手
に
伝
え
た
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い
と
い
う
気
持
を
歌
う
。
そ
こ
で
は
、
周
囲
の
人
に
知
ら
れ
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
相
手
に
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、当
該
歌
に
お
け
る『
類
聚
古
集
』（『
万
葉
集
』）・

一
六
九
九
番
歌
の
「
い
ろ
に
い
づ
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
読
み
替

え
に
は
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』
の
兼
通
の
歌
、

　
　

�

い
ろ
に
い
で
て
今
ぞ
し
ら
す
る
ひ
と
し
れ
ず
お
も
ひ
わ
び
つ
る

ふ
か
き
心
を�

（『
新
勅
撰
和
歌
集
』・
恋
・
六
三
八
・
藤
原
兼
通
）

の
本
歌
取
が
介
在
し
て
い
る
。こ
う
し
て
当
該
歌
は
、縁
語
を
活
か
し
、

複
数
の
古
歌
に
寄
り
添
う
（
新
し
く
詠
む
歌
の
内
容
に
関
わ
る
古
歌
に
依

拠
す
る
）
こ
と
で
、『
類
聚
古
集
』（『
万
葉
集
』）・
一
六
九
九
番
歌
の
言

葉
を
、
初
恋
の
主
題
の
文
脈
に
位
置
づ
け
直
し
て
い
る
。

〈
Ｂ
〉�ふ
る
さ
と
の
よ
し
の
の
山
は
雪
き
え
て
ひ
と
ひ
も
霞
た
た
ぬ
日

は
な
し� �

（『
文
応
三
百
首
』・
春
・
一
一
）

　
　

�

ふ
る
さ
と
は
よ
し
の
の
山
し
ち
か
け
れ
ば
ひ
と
日
も
み
雪
ふ
ら

ぬ
日
は
な
し�

（『
古
今
和
歌
集
』・
冬
・
三
二
一
・
読
人
し
ら
ず
）

　

宗
尊
親
王
詠
は
、『
古
今
和
歌
集
』
歌
の
主
た
る
言
葉
を
句
の
配
置

を
変
え
ず
に
受
け
継
ぐ
が
、
ま
ず
『
古
今
和
歌
集
』
歌
の
初
句
「
ふ

る
さ
と
は
」
を
「
ふ
る
さ
と
の
」
に
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

そ
の
こ
と
で
、『
古
今
和
歌
集
』
歌
の
「
ふ
る
さ
と
」
は
、
吉
野
山
の

麓
の
離
宮
址
の
あ
る
一
帯
、
或
い
は
奈
良
の
旧
都
を
表
す
の
に
対
し
、

宗
尊
親
王
詠
で
は
、
吉
野
山
を
含
む
吉
野
の
地
全
体
を
表
す
こ
と
に

な
り
、「
ふ
る
さ
と
」
の
意
味
が
変
わ
っ
て
い
る
。「
ふ
る
さ
と
」「
よ

し
の
の
山
」「
雪
」
と
読
み
進
む
に
従
い
、
大
き
な
景
か
ら
小
さ
な
景

へ
焦
点
化
す
る
よ
う
に
、
読
者
の
視
線
が
誘
導
さ
れ
る
。
ま
た
、「
ふ

る
さ
と
」
の
「
ふ
る
」、「
よ
し
の
の
山
」
と
「
雪
」
は
縁
語
で
あ
り
、

歌
の
表
の
意
味
で
は
「
雪
」
は
降
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
言
葉
続
き

と
本
歌
に
よ
り
、
読
者
は
冬
の
雪
の
降
る
吉
野
山
を
思
い
浮
か
べ
る
。

春
を
迎
え
霞
の
立
つ
吉
野
山
の
現
在
の
景
色
に
、
上
句
の
言
葉
続
き

か
ら
髣
髴
す
る
冬
の
景
色
が
過
去
の
も
の
と
し
て
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
、

季
節
の
移
ろ
い
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
良
経
の
、

　
　

�

み
よ
し
の
は
山
も
か
す
み
て
白
雪
の
ふ
り
に
し
さ
と
に
春
は
き

に
け
り�

（『
新
古
今
和
歌
集
』・
春
・
一
・
藤
原
良
経
）

と
い
う
歌
に
、
縁
語
の
活
か
し
方
、
お
よ
び
吉
野
山
の
冬
か
ら
春
へ

の
季
節
の
移
ろ
い
を
主
題
と
す
る
点
が
通
じ
る
。

〈
Ｃ
〉��行
き
や
ら
で
く
ら
せ
る
山
の
ほ
と
と
ぎ
す
今
ひ
と
声
は
月
に
鳴

く
な
り�

（『
瓊
玉
和
歌
集
』・
夏
・
一
一
一
・「
山
路
郭
公
」）

　
　

�

行
き
や
ら
で
山
ぢ
く
ら
し
つ
ほ
と
と
ぎ
す
今
ひ
と
こ
ゑ
の
き
か

ま
ほ
し
さ
に　

�

（『
拾
遺
和
歌
集
』・
夏
・
一
〇
六
・
源
公
忠
）

　

宗
尊
親
王
詠
は
公
忠
詠
の
主
た
る
言
葉
を
句
の
配
置
を
変
え
ず
に

受
け
継
ぐ
が
、
二
首
の
歌
の
大
き
な
違
い
は
、
公
忠
詠
の
一
首
全
体

の
主
語
が
作
中
主
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
宗
尊
親
王
詠
の
そ
れ
は
時

鳥
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
公
忠
詠
に
お
け
る
作
中
主
体
は
、
宗
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尊
親
王
詠
で
は
「
行
や
ら
で
く
ら
せ
る
」
と
い
う
「
山
」
に
掛
か
る

連
体
修
飾
節
の
中
の
主
語
と
な
る
。
時
鳥
に
焦
点
化
し
、
作
中
主
体

を
背
景
化
し
た
の
で
あ
る
。ま
た
、結
句
に「
月
」を
詠
み
込
む
こ
と
で
、

月
に
鳴
く
時
鳥
と
い
う
伝
統
的
な
時
鳥
の
歌
の
構
図
を
継
承
す
る
と

と
も
に
、第
二
句
の「
く
ら
せ
る
山
の
」か
ら
結
句
の「
月
に
鳴
く
な
り
」

ま
で
の
展
開
の
中
に
、時
の
経
過
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
う
し
た「
月
」

を
用
い
た
時
の
経
過
の
表
現
は
、

　
　

�

ま
た
も
こ
む
花
に
く
ら
せ
る
ふ
る
さ
と
の
こ
の
ま
の
月
に
か
ぜ

か
を
る
な
り�

（『
秋
篠
月
清
集
』・「
南
海
漁
夫
百
首
」・
五
一
〇
）

　
　

�

た
づ
ね
き
て
花
に
く
ら
せ
る
木
の
ま
よ
り
ま
つ
と
し
も
な
き
山

の
は
の
月�

（『
新
古
今
和
歌
集
』・
春
・
九
四
・
飛
鳥
井
雅
経
）

の
二
首
の
俤
お
も
か
げ

俤
に
通
う
。
と
こ
ろ
で
、
当
該
歌
に
つ
い
て
、
猪
苗
代

兼
載
は
、

　
　

�

一
、
ゆ
き
や
ら
で
山
路
く
ら
し
つ
時
鳥
今
ひ
と
声
の
き
か
ま
ほ

し
さ
に

　
　

�

こ
の
心
は
、
一
声
や
き
か
む
と
て
、
今
鳴
き
た
る
跡
を
さ
ら
で

暮
し
た
る
と
な
り
。
二
声
と
き
か
ず
は
出
で
じ
と
あ
る
う
た
も
、

此
の
歌
な
ど
の
心
な
り
。
宗
尊
親
王
の
歌
に
、

　
　

�　

ゆ
き
や
ら
で
山
路
く
ら
せ
る（

3
）

時
鳥
今
一
こ
ゑ
は
月
に
鳴
く
な

り

　
　

�

前
の
本
意
を
、
一
重
上
を
あ
そ
ば
し
た
り
。
人
の
こ
ゝ
ろ
ざ
し

を
か
ん
じ
て
後
、
今
一
声
を
ば
け
つ
か
う
し
て
月
に
鳴
き
た
る

な
り
。�

（『
兼
載
雑
談
』）

と
述
べ
て
い
る
。
傍
線
部
に
い
う
本
意
と
は
、
時
鳥
の
声
を
も
う
一

度
聞
こ
う
と
し
て
、
山
路
に
行
き
暮
れ
る
と
い
う
公
忠
詠
の
主
題
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
傍
線
部
に
「
前
の
本
意
を
、
一
重
上
を
あ
そ
ば
し

た
り
」
と
あ
る
の
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
「
月
」
を
用
い
た
時
の

経
過
の
表
現
に
よ
っ
て
、
時
鳥
を
待
つ
人
の
思
い
を
歌
う
公
忠
詠
の

主
題
を
深
め
て
表
現
し
、
か
つ
月
に
鳴
く
時
鳥
の
趣
向
を
も
実
現
し

た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
古
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
に
お
い
て
は
、
本
歌
取
の
意
識
か

ら
古
歌
の
世
界
と
の
響
き
合
い
を
志
向
し
、
一
首
の
表
現
の
収
斂
す

る
と
こ
ろ
の
趣
向
（
以
下
、
こ
れ
を
「
中
心
的
趣
向
」
と
呼
ぶ
）
を
表
現

す
る
文
脈
に
、
摂
取
し
た
古
歌
の
言
葉
を
位
置
づ
け
直
し
て
い
る
。

そ
の
際
、
表
現
を
摂
取
し
た
と
こ
ろ
の
古
歌
と
は
別
の
古
歌
に
寄
り

添
う
表
現
や
、
縁
語
に
よ
り
個
々
の
言
葉
の
相
互
関
係
を
活
か
す
表

現
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
表
現
は
、
と
も
に
「
中

心
的
趣
向
」
に
直
接
関
わ
っ
て
い
る
。

三
、「
雅
有
三
百
首
」
の
歌
か
ら
の
表
現
摂
取

　

次
に
、宗
尊
親
王
の
近
臣
歌
人
で
あ
っ
た
飛
鳥
井
雅
有
の
家
集
『
隣

女
和
歌
集
』
巻
一
に
収
載
さ
れ
る
、
雅
有
が
正
元
元
年
中
（
一
二
五
九
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～
一
二
六
〇
）
に
宗
尊
親
王
に
献
上
し
た
「
雅
有
三
百
首
」
の
歌
か
ら

の
表
現
摂
取
の
例
を
見
た
い
。「
雅
有
三
百
首
」
の
中
に
、
宗
尊
親
王

の
『
文
応
三
百
首（

4
）

』
の
和
歌
と
類
似
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
夙
に
先
行
研
究
に
お
い
て（

5
）

前
者
か
ら
後
者
へ
の
影
響
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

〈
Ｄ
〉�は
つ
か
り
の
嶺
と
び
こ
ゆ
る
お
ほ
ひ
ば
に
霜
お
き
あ
ま
る
秋
の

夜
の
月�

（『
文
応
三
百
首
』・
秋
・
一
三
一
）

　
　

�

久
か
た
の
あ
ま
と
ぶ
か
り
の
お
ほ
ひ
ば
に
は
つ
し
も
ふ
り
ぬ
あ

り
明
の
そ
ら　

�

（『
隣
女
和
歌
集
』・
巻
一
正
元
年
中
・
秋
・
五
九
）

　

雅
有
詠
は
、『
万
葉
集
』
の
歌
、

　
　

天
飛
也　

鴈
翅
乃　

覆
羽
之　

何
処
漏
香　

霜
之
零
黒
牟（

6
）

　
　

�

そ
ら
と
ぶ
や
か
り
の
つ
ば
さ
の
お
ほ
ひ
ば
の
い
づ
こ
も
り
て
か

し
も
の
ふ
る
ら
ん（

7
）�

（『
類
聚
古
集
』・
巻
三
・
秋
・
六
六
五
）

に
拠
り
つ
つ
、
そ
の
発
想
を
転
じ
て
雁
の
「
お
ほ
ひ
ば
（
覆
ひ
羽
）」

に
下
り
た
霜
を
詠
ん
で
い
る
点
が
新
し
い
。
雅
有
詠
と
同
様
の
発
想

を
詠
む
歌
は
、
他
に
宗
尊
親
王
詠
し
か
見
当
た
ら
ず
、
宗
尊
親
王
詠

に
お
い
て
雅
有
詠
か
ら
の
表
現
摂
取
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か

と
思
わ
れ
る
。
為
家
は
、
こ
の
「
お
ほ
ひ
ば
」
に
関
し
、
評
語
で
、

　
　

�

昔
建
保
の
比
、
こ
の
お
ほ
ひ
ば
は
、
よ
み
た
る
人
候
し
か
ば
、

お
そ
ろ
し
と
い
ふ
事
に
て
候
し
か
ど
も
、
こ
の
比
は
さ
な
ら
ぬ

こ
と
も
お
ほ
く
候
う
へ
、
是
は
面
影
あ
ま
り
て
面
白
く
み
え
候

に
や

と
述
べ
て
い
る
。
傍
線
部
の
文
言
が
指
し
て
い
る
具
体
的
内
容
は
、

歌
に
即
し
て
分
析
す
れ
ば
、
一
つ
は
、
第
二
句
の
「
嶺
」
と
結
句
の

「
月
」
の
組
み
合
わ
せ
の
喚
起
す
る
映
像
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
深

更
に
及
ん
で
雁
の
「
お
ほ
ひ
ば
」
に
置
い
た
霜
に
、霜
と
見
紛
う
「
秋

の
夜
の
月
」
の
光
が
付
け
加
わ
り
、
ま
る
で
「
霜
お
き
あ
ま
る
」
か

の
よ
う
に
見
え
る
幻
想
的
な
映
像
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
波

線
部
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、「
新�

日
本
古
典
文
学
大
系
」『
中

世
和
歌
集
鎌
倉
篇
』
所
収
の
『
文
応
三
百
首
』
の
樋
口
芳
麻
呂
氏
の

注
釈
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）

閏
六
月
九
日
の
『
内
裏
百
番
歌
合
』
で
藤
原
家
衡
の
詠
ん
だ
歌
、

　
　

�

ゆ
ふ
ぐ
れ
は
か
り
の
つ
ば
さ
の
お
ほ
ひ
ば
を
も
り
て
降
り
く
る

秋
の
む
ら
雨

�（『
内
裏
百
番
歌
合
』・「
秋
二
首
」・
五
十
六
番
・
左
持
・
一
一
一
・
藤
原
家
衡
）

に
対
す
る
、
当
日
の
衆
議
に
基
づ
い
て
定
家
が
執
筆
し
た
と
さ
れ
る

判
詞
に
、

　
　

�

か
り
の
つ
ば
さ
の
し
も
も
雪
も
も
り
く
る
物
に
な
り
に
け
れ
ば

其
難
は
侍
ら
ね
ど
も
、
こ
の
お
ほ
ひ
ば
こ
と
に
え
ん
に
は
き
こ

え
ず
や
侍
ら
む

と
あ
る
の
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
二
年
前
の
建
保
二
年

八
月
一
六
日
の
『
内
裏
歌
合
』
で
、
僧
正
行
意
が
詠
ん
だ
歌
、
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�
か
さ
さ
ぎ
の
ち
が
ふ
る
は
し
の
お
ほ
ひ
羽
を
夜
わ
た
る
月
の
い

か
で
も
る
ら
ん

�
（『
内
裏
歌
合
』・「
秋
月
」・
十
四
番
左
勝
・
二
七
・
僧
正
行
意
）

に
対
し
定
家
は
判
詞
で
「
お
よ
び
が
た
き
さ
ま
の
す
が
た
こ
と
ば
に

侍
る
」
と
述
べ
て
お
り
、「
お
ほ
ひ
ば
」
と
い
う
歌
語
自
体
の
使
用
を

否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
定
家
が
詠
歌
に
用
い
る
べ
き

言
葉
を
抜
き
書
き
し
た
『
五
代
簡
要
』
の
「
万
葉
集
」
篇
に
は
、「
あ

ま
と
ふ
や
か
り
の
つ
は
さ
の
お
ほ
ひ
は
の
」と
引
か
れ
て
い
る
。ま
た
、

こ
の
行
意
詠
か
ら
推
察
さ
れ
る
こ
と
は
、
中
世
の
歌
人
は
「
お
ほ
ひ

ば
」
を
、
雁
が
群
を
な
し
て
翼
を
拡
げ
空
を
覆
う
様
を
表
す
幻
想
的

な
言
葉
と
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
掲

の
家
衡
詠
に
対
す
る
難
は
、
こ
の
「
お
ほ
ひ
ば
」
と
い
う
幻
想
的
な

題
材
に
つ
い
て
何
ら
具
体
的
な
描
写
を
せ
ず
、
眼
前
の
叙
景
に
終
始

し
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宗
尊
親
王

詠
と
前
掲
の
行
意
詠
は
こ
の
「
お
ほ
ひ
ば
」
を
「
秋
月
」
の
主
題（

8
）

を

表
現
す
る
文
脈
に
位
置
づ
け
、そ
の
幻
想
性
を
強
調
し
て
い
る
。ま
た
、

宗
尊
親
王
詠
は
、
第
一
・
第
二
句
に
躬
恒
の
歌
、

　
　

�

お
く
山
の
嶺
と
び
こ
ゆ
る
は
つ
か
り
の
は
つ
か
に
だ
に
も
み
で

や
や
み
な
ん�

（『
新
古
今
和
歌
集
』・
恋
・
一
〇
一
八
・
凡
河
内
躬
恒
）

の
第
二
・
第
三
句
を
入
れ
替
え
て
置
く
形
で
、本
歌
取
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
躬
恒
詠
に
寄
り
添
う
こ
と
で
、
北
国
か
ら
奥
山
の
嶺
を
飛
び
越

え
て
飛
来
す
る
初
雁
の
「
お
ほ
ひ
ば
」
に
遠
く
思
い
を
馳
せ
る
体て
い

の

歌
と
な
り
、
そ
の
幻
想
性
を
活
か
し
て
い
る
。

　

こ
の
宗
尊
親
王
詠
に
対
し
、
雅
有
詠
は
人
麻
呂
詠
の
発
想
を
転
じ

「
お
ほ
ひ
ば
」
の
上
に
降
り
た
霜
を
幻
視
す
る
趣
向
を
構
え
る
に
止
ま

り
、「
お
ほ
ひ
ば
」
を
活
か
す
想
像
力
の
飛
翔
が
な
い
。
二
首
の
歌
の

こ
の
違
い
は
大
き
い
。

〈
Ｅ
〉�さ
さ
ま
く
ら
い
く
の
の
す
ゑ
に
む
す
び
き
ぬ
一
夜
ば
か
り
の
露

の
契
を�

（『
文
応
三
百
首
』・
雑
・
二
七
六
）

　
　

�

ひ
と
よ
と
て
か
り
ね
の
ゝ
べ
の
さ
ゝ
ま
く
ら
む
す
び
し
露
の
ち

ぎ
り
わ
す
る
な�

（『
隣
女
和
歌
集
』・
巻
一
正
元
年
中
・
恋
・
一
五
一
）

　

雅
有
詠
は
、『
六
百
番
歌
合
』
の
「
寄
傀
儡
恋
」
の
題
等
に
類
す
る

旅
に
お
け
る
恋
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
該
の
二
首
は
と

も
に
「
さ
さ
ま
く
ら
」
に
寄
せ
て
、「
ひ
と
よ
」
の
「
よ
（
節
）」「
む

す
び
」「
露
」
等
の
縁
語
を
用
い
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
趣
向
・
構
成

の
歌
に
、

　
　

�

す
が
は
ら
や
ふ
し
み
に
む
す
ぶ
さ
さ
ま
く
ら
ひ
と
よ
の
つ
ゆ
も

し
ぼ
り
か
ね
つ
る

�

（『
秋
篠
月
清
集
』・「
南
海
漁
夫
百
首
」・
五
六
六
・「
羈
旅
十
首
」）

が
あ
る
。
こ
の
歌
の
第
二
句
の
「
む
す
ぶ
」
に
は
、
歌
枕
・
伏
見
の

言
葉
の
響
き
「
伏
し
見
」
か
ら
の
連
想
で
、
契
り
を
結
ぶ
と
い
う
意

味
が
響
い
て
い
る
。
一
夜
の
契
り
を
結
ぶ
相
手
は
人
で
は
な
く
「
さ
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さ
ま
く
ら
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
夜
の
旅
宿
を
取
る
と
い
う
意
を
寓

す
る
。
さ
て
、
当
該
の
二
首
に
お
い
て
動
詞
「
結
ぶ
」
は
と
も
に
、

上
句
の
旅
寝
の
枕
を
結
ぶ
と
い
う
羈
旅
の
文
脈
と
、
下
句
の
「
露
の

契
り
」
を
結
ぶ
と
い
う
文
脈
の
結
節
点
と
な
る
掛
詞
で
あ
る
。
宗
尊

親
王
は
、
こ
う
し
た
雅
有
詠
の
一
首
の
仕
立
て
に
学
ん
だ
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
宗
尊
親
王
詠
は
、
下
句
の
「
露
の
契
り
」
を
羈
旅
歌

の
文
脈
に
即
し
て
、「
さ
さ
ま
く
ら
」
と
の
間
に
結
ば
れ
る
も
の
と
し

た
点
が
、
人
と
の
間
に
結
ば
れ
る
も
の
と
す
る
雅
有
詠
と
異
な
る
。

こ
の
よ
う
に
旅
寝
の
枕
を
結
ぶ
こ
と
を
「
契
り
」
と
見
立
て
る
点
は
、

「
契
り
」
の
語
こ
そ
用
い
て
い
な
い
が
前
掲
の
良
経
詠
や
、

　
　

カ
リ
フ
シ
ノ
枕
ナ
リ
ト
モ
ア
ヤ
メ
草
一
夜
ノ
契
思
ワ
ス
ル
ナ

�
（『
海
道
記
』）

　
　

�

是
も
ま
た
か
り
そ
め
ぶ
し
の
さ
さ
枕
一
夜
の
夢
の
ち
ぎ
り
ば
か

り
に�

（『
俊
成
卿
女
集
』・「
詠
百
首
和
歌
」・
一
五
七
・「
旅
」）

　
　

�

ひ
き
む
す
ぶ
く
さ
も
一
夜
の
か
り
ま
く
ら
ち
ぎ
り
は
か
な
き
つ

ゆ
の
と
こ
か
な�

（『
中
書
王
御
詠
』・
雑
・
二
四
二
・「
旅
歌
と
て
」）

等
、
宗
尊
親
王
自
身
の
作
を
含
め
た
歌
々
に
通
う
。
こ
れ
ら
の
歌
々

に
お
い
て
、「
契
り
」
と
い
う
語
に
は
、

　
　

�

一
樹
の
陰
に
宿
る
も
、
先
世
の
契
あ
さ
か
ら
ず
。
同
じ
流
を
む

す
ぶ
も
多
生
の
縁
猶
ふ
か
し
。�

（『
平
家
物
語
』・
巻
七
・
福
原
落
）

等
の
文
脈
で
の
「
因
縁
」
の
意
も
響
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
宗
尊
親
王
の
当
該
歌
の
第
二
句
「
い
く
の
の
す
ゑ
に
」
は
、

　
　

�

お
ほ
え
山
夕
す
ず
し
き
た
も
と
か
な
い
く
の
の
末
に
秋
や
き
ぬ

ら
ん�

（『
建
保
名
所
百
首
』・「
大
江
山
丹
波
国
」・
三
一
四
・
僧
正
行
意
）

　
　

�

草
の
原
い
く
の
の
末
に
し
ら
る
ら
ん
秋
風
ぞ
吹
く
あ
ま
の
橋
だ

て�

（『
建
保
名
所
百
首
』・「
海
橋
立
丹
後
国
」・
一
〇
〇
九
・
順
徳
院
）

と
い
う
先
蹤
に
拠
る
。
こ
こ
に
歌
わ
れ
る
歌
枕
・
生
野
は
、
京
都
か

ら
大
江
山
を
越
え
丹
後
に
向
か
う
道
に
あ
り
、『
百
人
一
首
』
の
小
式

部
内
侍
の
歌
以
来
、「
幾
野
」
の
掛
詞
を
用
い
て
、
そ
の
道
の
り
の
遠

さ
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
当
該
歌
に
お
い
て
、
こ
の
「
幾
野
」
の
掛
詞

は
、第
四
句
の
「
一
夜
」
と
対
照
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
の
対
照
に
よ
り
、

上
句
で
は
、
遠
い
旅
の
道
程
の
中
で
多
く
の
旅
寝
を
重
ね
た
感
慨
を

歌
い
、
下
句
で
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
旅
寝
に
つ
い
て
の
感
慨
を
反

芻
す
る
と
い
う
対
応
構
造
が
生
ま
れ
、上
下
句
の
結
節
点
に
あ
る
「
む

す
び
き
ぬ
」の
掛
詞
を
活
か
し
て
い
る
。
そ
れ
は「
さ
さ
ま
く
ら
」「
む

す
び
」「
夜
（
節
）」「
露
」
の
縁
語
と
相
俟
っ
て
、
上
下
句
の
響
き
合

う
連
歌
的
な
構
成
を
生
ん
で
い
る
。

四
、『
新
和
歌
集
』
の
歌
か
ら
の
表
現
摂
取　

　

次
に
、
宗
尊
親
王
の
鎌
倉
歌
壇
と
同
時
代
に
成
立
し
た
宇
都
宮
歌

壇
の
私
撰
集
『
新
和
歌
集
』
の
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
を
見
た
い
。
こ

れ
ま
で
同
時
代
・
後
世
の
歌
人
に
よ
る
『
新
和
歌
集
』
の
享
受
の
事
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実
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た（

9
）

。
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
正
元

元
年
（
一
二
五
九
）
八
月
一
五
日
～
一
一
月
一
二
日
の
間
に
成
立
し
た

と
す
る
石
田
吉
貞
氏
、
小
林
一
彦
氏
、
佐
藤
恒
雄
氏
等
の
説
と
、
正

元
元
年
七
月
二
日
ま
で
の
時
期
に
一
旦
成
立
し
、
そ
れ
以
降
弘
長
元

年
（
一
二
六
一
）
夏
過
ぎ
ま
で
に
切
り
継
ぎ
作
業
が
行
わ
れ
た
と
す
る

石
川
速
夫
氏
・
中
川
博
夫
氏
等
の
説
が
あ
る（

�0
）

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
中
に
は
一
旦
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
宗
尊

親
王
自
身
は
入
集
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
撰
集
に
直
接
関
与
し
た
と
は

考
え
難
い
。
現
在
『
新
和
歌
集
』
の
撰
者
に
は
、
笠
間
時
朝（

��
）

或
い
は

西
円
法
師
が
比
定
さ
れ
て
い
る
。
時
朝
と
宗
尊
親
王
の
交
流
は
、『
吾

妻
鏡
』
や
、
家
集
『
前
長
門
守
時
朝
入
京
田
舎
打
聞
歌
』、『
新
和
歌

集
』
の
詞
書
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
西
円
法
師
は
東
国

で
『
源
氏
物
語
』
研
究
を
行
っ
た
宇
都
宮
一
族
と
思
し
い
人
物
で
、『
異

本
紫
明
抄
』
初
音
巻
の
記
事
か
ら
後
藤
基
政
・
源
親
行
・
東
胤
行
な

ど
宗
尊
親
王
に
縁
あ
る
歌
人
と
の
交
流
が
窺
え
、
少
な
く
と
も
間
接

的
に
は
宗
尊
親
王
と
の
接
点
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宗
尊
親
王
の

『
新
和
歌
集
』
の
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
は
、
そ
の
成
立
直
後
の
文
応
元

年
（
一
二
六
〇
）
一
〇
月
六
日
以
前
成
立
の
『
文
応
三
百
首
』
に
早
く

も
見
ら
れ
る
。
こ
の
早
さ
に
鑑
み
て
、
撰
者
が
直
接
或
い
は
間
接
に

宗
尊
親
王
へ
『
新
和
歌
集
』
を
献
上
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
前
述
の
『
文
応
三
百
首
』
に
お
け
る
例
で
あ
る
。

〈
Ｆ
〉�あ
だ
に
ち
る
花
よ
り
も
猶
は
か
な
き
は
う
つ
ろ
ふ
人
の
心
な
り

け
り�

（『
文
応
三
百
首
』・
恋
・
二
六
六
）

　
　

�

風
に
ち
る
花
よ
り
も
な
を
は
か
な
き
は
お
し
み
し
人
の
い
の
ち

也
け
り�（『
新
和
歌
集
』・
哀
傷
・
四
八
六
・
平
光
幹
・「
だ
い
し
ら
ず
」）

　

光
幹
詠
の
、
花
に
生
前
そ
れ
を
惜
し
ん
で
い
た
亡
き
人
の
命
を
重

ね
合
わ
せ
る
発
想
は
、

　
　

�

さ
く
ら
花
を
し
み
し
人
を
わ
す
れ
ず
は
た
づ
ね
て
も
さ
け
し
で

の
山
べ
に

　
　

�（『
道
命
法
師
集
』・
一
六
二
・「
人
の
う
せ
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
の
花
を
み

て
三
首
」）

と
い
っ
た
先
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
散
る
花
を
惜
し
ん
で
い
た
ま
さ

に
そ
の
人
の
命
の
ほ
う
が
、
散
る
花
よ
り
も
儚
か
っ
た
と
い
う
逆
説

的
表
現
は
、
お
そ
ら
く
実
感
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
宗
尊
親
王
詠
は
、「
う
つ
ろ
ふ
人
の
心
」
と
花
を
対
比
し
て

い
る
。『
古
今
和
歌
集
』
の
小
町
詠
、

　
　

色
見
え
で
う
つ
ろ
ふ
物
は
世
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
有
り
け
る

�

（『
古
今
和
歌
集
』・
恋
五
・
七
九
七
・
小
野
小
町
）

や
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
、

　
　

�
色
見
え
で
う
つ
ろ
ふ
人
の
心
よ
り
花
は
つ
れ
な
き
物
と
し
り
に

き�
（『
洞
院
摂
政
家
百
首
』・「
遇
不
逢
恋
」・
一
三
三
二
・
藤
原
成
実
）

の
二
首
の
歌
は
、
人
の
心
が
信
頼
し
が
た
く
移
ろ
う
こ
と
を
言
う
た
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め
に
花
を
持
ち
出
す
発
想
に
基
づ
く
。
宗
尊
親
王
詠
は
、
こ
の
発
想

を
受
け
継
い
で
い
る
。
た
と
え
直
接
的
に
は
成
実
詠
に
拠
っ
た
に
せ

よ
、
読
者
は
必
ず
や
小
町
詠
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
町
詠

に
寄
り
添
う
こ
と
で
、
実
情
を
歌
う
哀
傷
歌
か
ら
、
短
い
間
に
変
わ

り
ゆ
く
人
の
心
の
儚
さ
を
主
題
と
す
る
恋
歌
へ
と
変
え
て
い
る
。
ま

た
、
初
句
の
「
風
」
を
「
あ
だ
」
に
変
え
た
こ
と
で
、「
花
」
と
「
あ

だ
」「
う
つ
ろ
ふ
」
が
縁
語
に
な
っ
て
お
り
、
個
々
の
言
葉
の
相
互
関

係
を
活
か
し
て
い
る
。

〈
Ｇ
〉�ゆ
め
は
な
を
む
か
し
に
ま
た
も
か
へ
り
な
む
ふ
た
ゝ
び
見
ぬ
は

う
つ
ゝ
な
り
け
り

�

（『
柳
葉
和
歌
集
』・「
弘
長
元
年
五
月
百
首
歌
」・
雑
・
六
六
）

　
　

�

く
れ
竹
の
み
じ
か
き
夜
半
の
夢
よ
り
も
見
は
て
ぬ
も
の
は
う

つ
ゝ
成
け
り

�

（『
新
和
歌
集
』・
哀
傷
・
四
九
四
・
有
尊
法
師
・「
百
首
歌
に
」）

　
「
う
つ
ゝ
」
を
「
見
る
」
と
い
う
言
い
方
は
珍
し
く
、
当
該
の
二
首

の
他
に
、
為
氏
の
、

　
　

�

見
て
も
又
た
の
む
に
つ
け
て
は
か
な
き
は
夢
に
ま
さ
ら
ぬ
う
つ

つ
な
り
け
り�

（『
弘
長
百
首
』・
六
七
七
・
藤
原
為
氏
・「
夢
」）

と
い
う
、
宗
尊
親
王
詠
よ
り
後
に
詠
ま
れ
た
歌
が
見
当
た
る
程
度
で

あ
る
。
有
尊
法
師
詠
の
「
う
つ
ゝ
」
を
「
見
は
て
ぬ
も
の
」（
終
わ
り

ま
で
見
届
け
ら
れ
な
い
も
の
、
の
意
）
と
す
る
発
想
は
、
夢
を
「
見
は
て

ぬ
も
の
」
と
す
る
類
型
に
反
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
で
の
「
夢
」

と
「
う
つ
つ
」
の
対
比
は
、
一
般
的
な
意
味
で
の
対
比
で
は
な
く
、

死
に
臨
ん
で
振
り
返
る
一
生
の
時
間
を
表
す
「
う
つ
つ
」
を
「
夢
」

よ
り
短
い
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
儚
さ
を
強
調
す
る
た
め
の
対
比
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
宗
尊
親
王
詠
は
小
町
の
歌
、

　
　

�

夢
な
ら
ば
ま
た
見
る
よ
ひ
も
有
り
な
ま
し
な
に
中
中
の
う
つ
つ

な
り
け
ん�

（『
小
町
集
』・
八
二
）

を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
、一
般
的
な
意
味
で
の「
夢
」と「
う
つ
ゝ
」

の
対
比
に
主
題
を
変
え
て
い
る
。
た
だ
し
、「
ま
た
見
る
」
こ
と
の
可

能
性
の
有
無
で
「
夢
」
と
「
う
つ
ゝ
」
を
対
比
す
る
歌
は
、
小
町
詠

以
外
に
先
行
歌
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
当
該
歌
の
少
し
後
に

編
ま
れ
た
『
続
古
今
和
歌
集
』
に
は
、
こ
の
宗
尊
親
王
詠
と
小
町
詠

が
入
集
し（

��
）

、
宗
尊
親
王
詠
の
次
に
は
、

　
　

�

う
つ
つ
こ
そ
な
ほ
う
か
り
け
れ
ゆ
め
な
ら
ば
こ
ふ
る
む
か
し
を

又
も
見
て
ま
し�

（『
続
古
今
和
歌
集
』・
雑
・
一
八
〇
四
・
藤
原
行
家
）

と
い
う
小
町
詠
を
本
歌
取
し
た
歌
が
排
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
当
該
歌
の
同
時
代
に
お
い
て
、
小
町
詠
を
拠
り
所
に
、
前
に
述

べ
た
よ
う
な
主
題
が
共
同
性
を
形
作
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

当
該
歌
は
「
う
つ
ゝ
」
を
「
見
る
」
と
い
う
有
尊
法
師
詠
の
特
殊
な

措
辞
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
古
歌
に
寄
り
添
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
共

同
的
に
享
受
さ
れ
得
る
主
題
の
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
近
代
の
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
は
、
詞
遣
い
や
一
首

の
仕
立
て
と
い
っ
た
表
現
上
の
側
面
を
中
心
と
し
、
古
歌
の
場
合
の

よ
う
に
、
新
し
く
詠
ま
れ
る
歌
の
「
中
心
的
趣
向
」
に
直
接
関
わ
ら

せ
て
の
摂
取
で
は
な
い
。
そ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
何
ら
か
の
新

し
さ
を
持
っ
た
表
現
が
摂
取
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
意
味
に
つ
い
て
、
稿
者
は
未
だ
定
見
を
持
ち
得
て
い
な
い
が
、
少

な
く
と
も
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
雅
有
三
百
首
」
や
『
新
和
歌
集
』

の
和
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
に
つ
い
て
い
え
ば
、
東
国
の
和
歌
活
動
の

場
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題
が
関
わ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の

観
点
か
ら
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
古
歌
か
ら
の
表

現
摂
取
の
場
合
と
同
じ
く
、
新
し
く
詠
ま
れ
る
歌
の
「
中
心
的
趣
向
」

に
関
わ
っ
て
、
古
歌
に
寄
り
添
う
こ
と
や
縁
語
に
よ
り
個
々
の
言
葉

の
相
互
関
係
を
活
か
す
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
。

五
、�

先
行
歌
摂
取
に
お
け
る
縁
語
と
古
歌
へ
の
寄
り
添

い

　

Ａ
か
ら
Ｇ
の
宗
尊
親
王
の
歌
々
に
つ
い
て
指
摘
し
て
き
た
こ
と
の

う
ち
、
二
つ
の
側
面
に
着
目
し
た
い
。
ま
ず
一
つ
は
、
縁
語
に
よ
り

先
行
歌
か
ら
摂
取
さ
れ
た
言
葉
を
含
む
個
々
の
言
葉
の
相
互
関
係
が

活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
説
明
の
た
め
、
い
ま
一
つ
事
例
を

挙
げ
た
い
。��

〈
Ｈ
〉�い
で
て
み
る
む
か
ひ
の
岡
の
か
が
み
草
露
に
み
が
け
る
月
の
か

げ
か
な� �

（『
文
応
三
百
首
』・
雑
・
二
八
六
）

　
　

�

か
た
ば
み
の
そ
ば
に
お
ひ
た
る
か
が
み
草
露
さ
へ
月
に
影
み
が

き
つ
つ�

　
　

�（『
夫
木
和
歌
抄
』・
巻
二
八
・
鏡
草
・
一
三
六
一
九
・
藤
原
為
家
・「
貞

応
三
年
百
首
」）

　

当
該
二
首
に
お
い
て
は
、
鏡
草
と
い
う
言
葉
が
一
首
全
体
の
中
で

果
た
す
役
割
が
全
く
異
な
る
。
為
家
詠
の
第
三
句
以
下
は
、
鏡
草
の

上
に
置
く
露
ま
で
も
月
光
に
よ
り
鏡
の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
の
意
だ

が
、
第
四
句
の
「
露
さ
へ
月
に
」
の
副
助
詞
「
さ
へ
」
に
よ
っ
て
暗

示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
鏡
草
そ
れ
自
体
が
月
光
に
よ
り
鏡
の
よ
う
に

輝
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
象
的
な
鏡
の
比
喩
に
基
づ
い

て
、
一
首
の
主
題
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
為
家
詠
で
の

「
鏡
草
」
の
役
割
に
対
し
、
宗
尊
親
王
詠
で
の
そ
れ
は
、
結
句
の
「
月

の
か
げ
」
を
引
き
立
て
る
も
の
と
し
て
背
景
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
名
の
含
む
「
か
が
み
」
の
語
が
、
上
句
の
「
む
か
ひ
」、
下
句
の

「
み
が
け
る
」、「
か
げ
」
と
縁
語
で
あ
る
こ
と
で
、
上
下
句
を
言
葉
の

上
で
結
び
つ
け
る
媒
介
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
該
歌
の
「
む
か
ひ
の
岡
」
は
、『
万
葉
集
』
に
見
え
る
歌
、

　
　

�
イ
デ
ヽ
ミ
ル
ム
カ
ヒ
ノ
ヲ
カ
ノ
モ
ト
シ
ゲ
ク
サ
キ
タ
ル
ハ
ナ
ノ

ナ
ラ
ズ
ハ
ヤ
マ
ジ
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�
（『
廣
瀬
本
万
葉
集
』・
巻
一
〇
・
春
相
聞
・
一
八
九
三
・
柿
本
人
麻
呂
）

の
上
句
に
拠
っ
て
い
る
。
こ
の
『
万
葉
集
』
歌
の
「
ム
カ
ヒ
ノ
ヲ
カ
」

か
ら
そ
の
「
ム
カ
ヒ
」
と
縁
語
で
あ
る
「
鏡
」
を
名
に
負
う
「
鏡
草
」

の
語
を
手
繰
り
寄
せ
る
こ
と
で
、
古
歌
に
寄
り
添
い
つ
つ
新
た
な
叙

景
表
現
と
し
て
別
様
に
展
開
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

宗
尊
親
王
詠
で
は
、
為
家
詠
と
『
万
葉
集
』
歌
の
二
首
の
歌
の
言

葉
が
新
し
く
詠
ま
れ
る
歌
の
文
脈
に
即
し
て
読
み
替
え
ら
れ
て
お
り
、

縁
語
は
こ
の
言
葉
の
読
み
替
え
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
同
様
の
理
由
か
ら
古
歌
へ
の
寄
り
添
い
に
着
目
す

る
。
例
え
ば
、
Ａ
の
宗
尊
親
王
詠
に
お
い
て
、
初
恋
の
主
題
に
即
し

て
『
類
聚
古
集
』（『
万
葉
集
』）・
一
六
九
九
番
歌
の
「
花
」
を
「
き
ぬ
」

に
置
き
換
え
、
ま
た
、
同
じ
歌
の
中
の
「
い
ろ
に
い
づ
」
と
い
う
言

葉
の
意
味
を
読
み
替
え
て
い
く
過
程
に
、そ
れ
ぞ
れ
こ
の『
類
聚
古
集
』

（『
万
葉
集
』）
歌
と
は
別
の
古
歌
へ
の
寄
り
添
い
が
介
在
し
、
言
葉
の

意
味
の
読
み
替
え
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。
Ｄ
、
Ｆ
、
Ｇ
の
事
例
に

お
い
て
も
同
様
の
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
先
行
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
に
お
い
て
、
縁
語
と
古

歌
へ
の
寄
り
添
い
が
先
行
歌
の
言
葉
の
読
み
替
え
を
正
当
化
す
る
の

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
縁
語
は
、
偶
然
に
居
合
わ
せ
た
個
々

の
言
葉
が
、
三
十
一
文
字
の
和
歌
の
定
型
の
中
で
相
互
に
結
び
付
く

こ
と
で
、
あ
た
か
も
そ
れ
ら
の
言
葉
が
必
然
的
に
選
ば
れ
た
か
の
よ

う
に
見
せ
る
。
一
方
、
古
歌
へ
の
寄
り
添
い
に
お
い
て
、
新
し
く
詠

ま
れ
る
歌
の
中
で
、
古
歌
と
表
現
を
摂
取
す
る
と
こ
ろ
の
先
行
歌
は

偶
然
出
会
う
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
出
会
い
は
、
や
は
り
定
型
の
中

に
収
ま
る
こ
と
で
必
然
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
行
歌
の
言
葉
の

読
み
替
え
に
お
い
て
、
縁
語
と
古
歌
へ
の
寄
り
添
い
は
、
三
十
一
文

字
の
定
型
の
中
で
、
本
来
結
び
つ
か
な
い
二
つ
以
上
の
要
素
を
自
然

な
連
想
を
通
じ
て
結
び
つ
け
る
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に　

　

さ
て
、
二
節
で
見
た
古
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
で
は
、
そ
の
古
歌
の

世
界
と
の
響
き
合
い
が
志
向
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
多

く
の
歌
々
に
見
ら
れ
る
古
歌
へ
の
寄
り
添
い
に
お
い
て
、
そ
の
古
歌

は
新
し
く
詠
ま
れ
る
歌
の
「
中
心
的
趣
向
」
に
関
わ
っ
て
い
る
。
冒

頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
尊
親
王
は
和
歌
初
学
期
か
ら
先
行
歌
か
ら

の
表
現
摂
取
を
盛
ん
に
行
っ
た
。
古
歌
を
新
し
く
詠
ま
れ
る
歌
に
お

い
て
一
つ
の
表
現
の
枠
組
と
し
て
い
く
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、「
中
心

的
趣
向
」
に
向
か
い
合
う
心
を
古
歌
を
通
じ
て
歌
人
が
体
得
し
て
い

く
和
歌
の
「
ま
ね
び
」
と
密
接
に
関
わ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
山

岸
徳
平
氏
の
論
文
「
宗
尊
親
王
と
其
の
和
歌
」（『
国
語
と
国
文
学
』・
昭

和
二
二
年
一
二
月
号
）
に
は
、
源
実
朝
と
宗
尊
親
王
の
「
万
葉
調
」
の

和
歌
の
違
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
論
旨
は
、「
親
王
の
万
葉
調
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の
習
得
は
、
あ
え
て
い
え
ば
、
実
朝
の
そ
れ
が
、
感
情
を
通
過
し
て

の
体
得
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
作
歌
の
た
め
に
分
析
的
に
読
ん
で
い

く
こ
と
に
よ
る
、
知
性
を
通
し
て
の
理
解
で
あ
っ
た
。
宗
尊
親
王
の

師
で
あ
っ
た
為
家
と
そ
の
父
定
家
も
理
解
の
側
の
人
で
あ
っ
た
」
と

要
約
さ
れ
る
。
こ
の
山
岸
氏
の
見
解
は
、
宗
尊
親
王
の
万
葉
調
の
歌

に
限
ら
ず
、
彼
の
先
行
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
全
般
に
敷
衍
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
知
性
を
通
し
た
和
歌
の
「
ま
ね
び
」
の
痕
跡
が
作
品

の
上
に
具
現
し
て
い
る
の
が
、
宗
尊
親
王
の
先
行
歌
か
ら
の
表
現
摂

取
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
営
為
は
、
享
受
と
創
作
が
表
裏
一
体
と
な

っ
た
地
平
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
紙
幅
も
尽
き
詳
述
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、『
文
応
三
百
首
』の
為
家
と
基
家
の
評
詞
や『
中
書
王
御
詠
』

の
為
家
の
評
詞
に
目
立
つ
本
歌
や
先
行
歌
に
関
す
る
記
述
も
、
宗
尊

親
王
の
和
歌
に
対
す
る
同
時
代
の
評
価
基
準
の
一
端
と
し
て
注
意
さ

れ
る
。
当
時
の
和
歌
の
あ
り
方
や
そ
の
後
の
和
歌
史
に
お
い
て
、
そ

の
よ
う
な
先
行
歌
か
ら
の
表
現
摂
取
の
あ
り
方
が
ど
う
位
置
づ
け
ら

れ
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
今
後

の
課
題
と
し
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
筆
を
擱
き
た
い
。

〈
付
記
〉

　

本
稿
は
、
平
成
一
八
年
七
月
和
歌
文
学
会
例
会
（
於
東
京
大
学
）
に

お
け
る
発
表
に
基
づ
き
、
大
幅
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

席
上
、
御
教
示
賜
っ
た
先
生
方
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
心
よ
り
御
礼

申
し
上
げ
る
。

＊
本
文
中
に
引
用
し
た
和
歌
は
、
後
掲
の
諸
文
献
中
の
歌
集
・
歌
合

以
外
は
、
歌
番
号
お
よ
び
本
文
と
も
『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）

に
拠
っ
た
。
但
し
、
私
意
に
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

　
『
新
和
歌
集
』：
天
理
図
書
館
蔵
本（
小
林
一
彦「
校
本『
新
和
歌
集
』（
上
）」

「
同（
下
）」に
基
づ
い
て
、他
本
と
校
合
を
行
い
、適
宜
校
訂
を
施
し
た
）

／
廣
瀬
本『
萬
葉
集
』：『
校
本
萬
葉
集
』別
冊
一
～
三
／『
類
聚
古
集
』：

龍
谷
大
学
善
本
叢
書
二
〇
『
類
聚
古
集　

影
印
・
翻
刻
篇
・
上
』（
思

文
閣
出
版
）
／
『
兼
載
雑
談
』：『
日
本
歌
学
大
系
』・
第
五
巻
（
風
間
書

房
）
／
『
五
代
簡
要
』：
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
・
第
三
七
巻
『
五
代
簡
要
・

定
家
歌
学
』（
朝
日
新
聞
社
）
／
『
海
道
記
』：「
新�

日
本
古
典
文
学
大
系
」

『
中
世
日
記
紀
行
集
』（
岩
波
書
店
）
／
『
柳
葉
和
歌
集
』：
冷
泉
家
時

雨
亭
叢
書
・
第
三
一
巻
『
中
世
私
家
集
七
』
／
『
中
書
王
御
詠
』：
同

上
／『
隣
女
和
歌
集
』：
中
川
博
夫「
歴
博
本『
隣
女
和
歌
集
』翻
印
」（『
鶴

見
大
学
紀
要
』・
四
三
号
第
一
部　

平
成
一
八
年
三
月
号
）
／
『
隣
女
和
歌
集
』

巻
一
：
中
川
博
夫
「
桃
園
文
庫
本
『
隣
女
和
歌
集
』
巻
一
翻
印
・
解
題
」

（『
国
文
鶴
見
』・
第
四
〇
号
・
平
成
一
八
年
三
月
号
）
／
『
平
家
物
語
』：「
日

本
古
典
文
学
全
集
」『
平
家
物
語
』（
小
学
館
）



− 79 −

【
注
】

（
１
）�
第
四
句
「
か
ま
あ
ひ
の
」
と
あ
り
、「
ま
」
を
見
セ
消
チ
に
し
、「
ら
」

と
傍
記
す
る
。

（
２
）�

当
該
歌
の
本
文
を
『
類
聚
古
集
』
で
掲
げ
た
の
は
、『
万
葉
集
』
の
底

本
と
し
た
廣
瀬
本
の
欠
脱
部
分
に
当
た
る
た
め
で
あ
る
。
以
下
の
同
様

の
場
合
に
も
、『
類
聚
古
集
』
に
拠
る
。

（
３
）�『
瓊
玉
和
歌
集
』
本
文
と
の
間
に
、
第
二
句
の
異
同
が
あ
る
が
、『
兼
載

雑
談
』
本
文
で
は
上
句
の
主
語
も
時
鳥
に
な
っ
て
し
ま
い
、
地
の
文
の

主
旨
に
も
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、『
瓊
玉
和
歌
集
』
本
文
に
、
当

該
箇
所
の
異
同
は
無
く
、『
兼
載
雑
談
』
本
文
の
誤
写
等
の
事
情
を
想

定
し
た
い
。

（
４
）�

依
拠
し
た
『
新
編
国
歌
大
観
』
で
は
『
宗
尊
親
王
三
百
首
』
の
書
名
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
『
文
応
三
百
首
』
の

書
名
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
５
）�

谷
山
茂
「
宗
尊
親
王
の
文
応
三
百
首
と
未
刊
百
首―

『
続
百
首
部
類
』

考―

」（
上
）（
下
）（（
上
）：『
女
子
大
国
文
』・
昭
和
五
一
年
一
二
月
号
、

（
下
）：
同
上
・
昭
和
五
二
年
六
月
号
）、
中
村
光
子
「
宗
尊
親
王
『
三
百

首
和
歌
』
と
『
隣
女
集
』」（『
日
本
文
学
研
究
（
大
東
文
化
大
学
）』・

平
成
二
年
二
月
号
）

（
６
）�『
校
本
萬
葉
集
』
に
拠
る
と
、第
二
句
の
「
雁
」
の
下
に
他
本
は
全
て
「
之
」

が
入
り
、
ま
た
、
結
句
の
「
黒
」
は
他
本
の
本
行
本
文
は
全
て
「
異
」

に
作
る
。

（
７
）�

初
句
の
「
天
」
を
「
そ
ら
」
と
�
む
の
は
『
校
本
萬
葉
集
』
に
拠
る
と
、

当
該
本
文
以
外
で
は
元
暦
校
本
の
み
で
、
そ
れ
以
外
は
「
あ
ま
」
と
�

ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
元
暦
校
本
は
右
に
赤
字
で
「
ア
マ
ト
フ
ヤ
」
と

傍
書
す
る
。

（
８
）�

宗
尊
親
王
の
当
該
歌
は
、『
文
応
三
百
首
』「
秋�

七
十
首
」
中
の
「
秋
月
」

の
歌
群
の
冒
頭
に
位
置
す
る
。

（
９
）�

本
節
で
取
り
上
げ
る
歌
々
以
外
に
も
表
現
上
の
類
似
は
見
い
だ
せ
る
。

以
下
、
列
挙
す
る
。
尚
、『
新
和
歌
集
』
の
出
典
表
記
は
省
略
し
、
歌

頭
に
�
を
付
す
。
知
ら
ざ
り
き

�
を
付
す
。
知
ら
ざ
り
き

を
付
す
。
知
ら
ざ
り
き
我
が
玉
の
緒
は
な
が
ら
へ
て
あ
ひ
み
し

中
の
絶
え
ん
物
と
は
（『
文
応
三
百
首
』）
�
を
し
か
ら
ぬ

�
を
し
か
ら
ぬ

を
し
か
ら
ぬ
我
玉
の
緒
は

な
が
ら
へ
て
あ
ひ
み
し
事
ぞ
た
え
は
て
に
け
る
（
顕
信
法
師
女
）
／
あ

し
ほ
山
花
さ
き
ぬ
ら
し
つ
く
ば
ね
の
そ
が
ひ
に
み
れ
ば
か
ゝ
る
し
ら
雲

（『
柳
葉
和
歌
集
』・「
弘
長
元
年
五
月
百
首
歌
」）
��
あ
し
ほ
や
ま
花
や
さ

く
覧
つ
く
ば
ね
の
そ
が
ひ
に
見
え
て
か
ゝ
る
白
雲
（
平
幹
時
）
／
草
葉

こ
そ
し
ほ
れ
て
ほ
さ
ぬ
秋
な
ら
め
な
ど
わ
が
そ
で
の
つ
ゆ
け
か
る
ら
ん

（『
柳
葉
和
歌
集
』・
弘
長
二
年
九
月
弘
長
百
首
題
和
歌
）
��
草
ば
の
み

露
け
か
る
べ
き
あ
き
ぞ
と
は
わ
が
そ
で
し
ら
で
思
ひ
け
る
か
な
（
藤
原

景
綱
）
／
五
月
雨
の
く
も
の
い
づ
く
を
や
ど
り
に
て
あ
り
か
も
み
え
ぬ

月
の
ゆ
く
ら
ん
（『
柳
葉
和
歌
集
』・「
弘
長
二
年
十
一
月
百
首
歌
」）
��

さ
み
だ
れ
の
雲
の
い
づ
く
に
い
で
ぬ
ら
ん
こ
よ
ひ
は
ま
た
ぬ
山
の
は
の
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月
（
大
中
臣
能
範
）
／
い
つ
よ
り
か
秋
の
も
み
ぢ
の
く
れ
な
ゐ
に
な
み

だ
の
色
の
な
ら
ひ
そ
め
け
ん
（『
柳
葉
和
歌
集
』・「
文
永
元
年
十
月
百
首

歌
」）
�
か
り
�
て
萩
の
し
た
葉
の
色
づ
く
は
わ
が
袖
よ
り
や

�
か
り
�
て
萩
の
し
た
葉
の
色
づ
く
は
わ
が
袖
よ
り
や

か
り
�
て
萩
の
し
た
葉
の
色
づ
く
は
わ
が
袖
よ
り
や
な
ら
ひ
そ

め
け
ん
（
蓮
生
法
師
）
／
を
と
づ
れ
て
さ
び
し
き
も
の
は
や
ま
ざ
と
の

ね
ざ
め
に
か
ゝ
る
松
の
ゆ
き
を
れ
（『
中
書
王
御
詠
』）
�
吹
き
ま
よ
ふ

�
吹
き
ま
よ
ふ

吹
き
ま
よ
ふ

あ
ら
し
の
風
に
た
ぐ
ひ
き
て
ね
覚
に
か
ゝ
る
秋
の
む
ら
さ
め
（
藤
原
景

綱
）
／
い
と
ふ
べ
き
心
ひ
と
つ
の
あ
ら
ま
し
に
身
の
行
す
ゑ
ぞ
な
ぐ
さ

ま
れ
け
る
（『
中
書
王
御
詠
』）
�
な
に
と
な
き

�
な
に
と
な
き

な
に
と
な
き
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
の
あ
ら

ま
し
も
な
ぐ
さ
む
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
ま
れ
け
る
（
有
尊
法
師
）
／
今
か
か

る
涙
に
み
ん
と
思
ひ
き
や
宮
古
の
空
の
秋
の
よ
の
月
（『
竹
風
和
歌
抄
』・

「
文
永
三
年
百
五
十
首
歌
」）
�
む
そ
ぢ
ま
で

�
む
そ
ぢ
ま
で

む
そ
ぢ
ま
で
み
る
べ
き
物
と
思
き
や
心

の
外
の
秋
の
よ
の
月
（
藤
原
時
家
）。
ま
た
、
紙
幅
の
都
合
で
挙
げ
ら

れ
な
い
が
、
飛
鳥
井
雅
有
も
『
新
和
歌
集
』
の
和
歌
か
ら
の
表
現
摂
取

を
行
っ
て
い
る
。

（
�0
）�

石
田
吉
貞
「
宇
都
宮
歌
壇
と
そ
の
性
格
」（『
国
語
と
国
文
学
』・
昭
和

二
二
年
一
二
月
号
）、
中
川
博
夫
「〔
研
究
ノ
ー
ト
〕『
新　

和
歌
集
』
成

立
時
期
小
考
」（『
三
田
国
文
』・
昭
和
六
一
年
二
月
号
）、
佐
藤
恒
雄
「
新

和
歌
集
の
成
立
」（
樋
口
芳
麻
呂
編
・『
王
朝
和
歌
と
史
的
展
開
』・
平

成
九
年
一
二
月
・
笠
間
書
院
）、小
林
一
彦
「
二
つ
の
宇
都
宮
打
聞―

『
新

和
歌
集
』
成
立
の
経
緯
と
撰
者
を
探
る―

」（
山
田
昭
全
編
・『
中
世
文

学
の
展
開
と
仏
教
』・
平
成
一
二
年
一
〇
月
・
お
う
ふ
う
）、石
川
速
夫
『
新

式
和
歌
集
』
解
題
（
昭
和
五
一
年
一
〇
月
刊
・
二
荒
山
神
社
）

（
��
）�〈
笠
間
時
朝
説
〉
石
田
吉
貞
「
宇
都
宮
歌
壇
と
そ
の
性
格
」（『
国
語
と
国

文
学
』・
昭
和
二
二
年
一
二
月
号
）、佐
藤
恒
雄
「
新
和
歌
集
の
成
立
」（
註

�0
）、佐
藤
恒
雄
「
新
和
歌
集
の
成
立
（
続
）」（『
香
川
大
学
国
文
研
究
』・

平
成
九
年
九
月
）
／
〈
西
円
法
師
説
〉
小
林
一
彦
「
新
和
歌
集
撰
者
考

―

西
円
法
師
を
め
ぐ
っ
て
」（『
三
田
国
文
』・
昭
和
六
三
年
六
月
号
）、

小
林
一
彦
「
二
つ
の
宇
都
宮
打
聞―

『
新
和
歌
集
』
成
立
の
経
緯
と
撰

者
を
探
る―

」（
註
�0
）

（
��
）�

宗
尊
親
王
詠
は
、
雑
部
・
一
八
〇
四
・「
題
不
知
」、
小
町
詠
は
、
恋
部
・

一
一
八
九
・「（
恋
歌
と
て
よ
め
る
）」。
ま
た
、
宗
尊
親
王
詠
は
『
瓊
玉

和
歌
集
』・
四
九
三
に
、
小
町
詠
は
『
秋
風
和
歌
集
』・
八
五
九
に
も
入

集
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
近
い
時
代
の
撰
集
類
か
ら
撰
ば
れ
た
可
能
性

も
あ
る
。


