
本
文
は

『

新
編
国
歌
大
観』

(
�
六
天
五)

を
用
い
、『

陽
明
叢
書
国
書
篇
第
四
輯
平
安
歌
合
集
上』

並
び
に

『

平
安
朝
歌
合
大

成』
(

一
六
八)

を
参
照
し
て
表
記
を
改
め
た
。

同
斎
院
歌
合

八
月

題

十
五
番

歌
人
十
人

鈴
虫

松
虫

き
り
ぎ
り
す

機
織
女

轡
虫

雁

千
鳥

小
鷹
狩

鴫

鹿

月

駒
迎
へ

霧

秋
田

衣
う
つ
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鈴
虫

左
勝

出
羽

１

ふ
り
た
て
て
鳴
く
鈴
虫
の
声
ご
と
に
ま
ど
ろ
ま
ぬ
か
な
秋
の
夜
な
夜
な

右

武
蔵

２

し
を
れ
ゆ
く
花
を
見
つ
つ
も
鈴
虫
の
声
ふ
り
た
て
て
惜
し
む
な
る
か
な

松
虫

左
持

宣
旨

３

松
虫
の
声
鳴
き
尽
く
す
野
辺
に
来
て
た
の
め
ぬ
人
も
旅
寝
し
ぬ
べ
し

右

左
衛
門

４

花
見
に
は
人
も
定
め
ず
来
る
も
の
を
誰
を
松
虫
野
辺
に
鳴
く
ら
ん

き
り
ぎ
り
す

左

美
作

５

き
り
ぎ
り
す
秋
の
夜
な
夜
な
鳴
く
声
を
ま
だ
ま
ど
ろ
ま
ぬ
友
と
聞
く
か
な

右
勝

丹
後

６

秋
深
く
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
き
り
ぎ
り
す
衣
急
が
す
声
ぞ
い
と
な
き

機
織
女左

小
馬

７

秋
風
に
し
を
れ
ゆ
く
め
る
草
む
ら
に
機
織
る
虫
は
乱
れ
て
ぞ
鳴
く
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右
勝

式
部

８

い
ろ
い
ろ
の
花
の
錦
に
た
ち
添
ひ
て
機
織
る
虫
の
声
ぞ
聞
こ
ゆ
る

轡
虫

左

中
務

９

待
つ
人
の
あ
る
夜
な
り
せ
ば
轡
虫
駒
引
き
留
め
て
来
ぬ
と
聞
か
ま
し

右

讃
岐

�

草
隠
れ
駒
並
め
て
ゆ
く
旅
人
の
聞
き
渡
さ
る
る
轡
虫
か
な

雁

左
勝

出
羽

�

帰
り
に
し
春
の
つ
ら
さ
も
忘
ら
れ
て
秋
の
あ
は
れ
を
添
ふ
る
初
雁

右

丹
後

�

初
雁
の
旅
の
空
な
る
声
す
な
り
幾
雲
路
を
か
分
け
て
来
つ
ら
ん

千
鳥

左
持

宣
旨

�

寝
覚
め
し
て
誰
か
待
ち
聞
く
小
夜
千
鳥
訪
ふ
秋
の
深
き
あ
は
れ
を

右

讃
岐

�

千
鳥
こ
そ
鳴
き
渡
る
な
れ
思
ふ
ど
ち
よ
ろ
づ
代
祈
る
夜
半
の
ま
ど
ゐ
に
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小
鷹
狩左

勝

美
作

�

御
狩
す
る
人
の
み
見
ゆ
る
秋
の
野
は
立
ち
ゐ
る
鳥
や
し
づ
心
な
き

右

武
蔵

�

秋
の
野
に
狩
に
出
で
て
は
い
ろ
い
ろ
の
花
を
見
る
こ
そ
と
り
ど
こ
ろ
な
れ

鴫

左
持

小
馬

�

誰
か
ま
た
暁
ご
と
に
夢
さ
め
て
羽
か
く
鴫
の
声
を
聞
く
ら
ん

右

左
衛
門

�

我
な
ら
で
誰
か
聞
く
ら
ん
暁
の
羽
か
く
鴫
の
数
を
つ
く
し
て

鹿

左
持

中
務

�

妻
恋
ふ
る
鹿
の
涙
や
露
な
ら
ん
萩
の
下
葉
も
色
深
く
見
ゆ

右

式
部

�

妻
恋
ふ
る
鹿
の
涙
や
秋
の
野
の
し
が
ら
む
萩
の
露
と
な
る
ら
ん

月

左

出
羽

�

お
よ
び
な
き
心
も
そ
ら
に
す
む
も
の
は
隈
な
く
照
ら
す
秋
の
月
影
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右
勝

丹
後

�

よ
そ
な
が
ら
な
が
め
明
か
さ
ん
さ
や
か
な
る
月
に
つ
け
て
ぞ
秋
も
待
た
れ
し

駒
迎
へ左

持

小
馬

�

こ
れ
や
さ
は
関
の
清
水
に
か
げ
見
ゆ
と
聞
き
渡
り
つ
る
駒
の
足
並
み

右

左
衛
門

�

逢
坂
の
関
の
清
水
に
ひ
く
駒
は
今
宵
や
か
げ
を
う
つ
し
そ
む
ら
ん

霧

左

宣
旨

�

絶
え
間
な
く
八
重
立
つ
霧
に
む
せ
び
つ
つ
心
晴
れ
せ
ぬ
秋
の
山
里

右
勝

武
蔵

�

霧
晴
れ
ぬ
そ
空
を
な
が
め
て
秋
の
夜
の
ま
だ
明
け
ぬ
間
と
思
ひ
け
る
か
な

秋
田

左

中
務

�

山
田
守
る
賎
の
庵
に
は
秋
風
に
な
び
く
音
を
や
か
る
と
聞
く
ら
ん

右
勝

讃
岐

�

秋
深
き
山
田
守
る
男
の
心
に
は
め
づ
ら
し
げ
な
き
寝
ぬ
夜
な
る
ら
ん

81



衣
う
つ左

勝

美
作

�

唐
衣
打
ち
明
か
す
な
り
秋
風
の
う
ら
め
づ
ら
し
く
吹
き
し
宵
よ
り

右

式
部

�

聞
く
人
も
起
き
明
か
す
か
な
夜
も
す
が
ら
打
つ
狭
衣
に
目
の
み
醒
め
つ
つ

82



同
斎
院
歌
合

八
月

題

十
五
番

歌
人
十
人

鈴
虫

松
虫

き
り
ぎ
り
す

機
織
女

轡
虫

雁

千
鳥

小
鷹
狩

鴫

鹿

月

駒
迎
へ

霧

秋
田

衣
う
つ

鈴
虫

左
勝

出
羽

１
①

ふ
り
た
て
て
鳴
く
鈴
虫
の
声
ご
と
に
ま
ど
ろ
ま
ぬ
か
な
秋
の
夜
な
夜
な

【
語
釈
】

①

ふ
り
た
て
て

｢

ふ
り
た
つ｣

は
声
を
張
り
上
げ
る
、
力
を
絞
っ
て
声
を
上
げ
る
こ
と
を
い
う
。｢

ふ
り｣

と｢

鈴｣

が
縁
語
。

【
現
代
語
訳
】

力
い
っ
ぱ
い
に
鳴
く
鈴
虫
の
声
が
聞
こ
え
る
度
に
、(

そ
の
声
を
聞
い
て
い
て)

ま
ど
ろ
む
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
、
秋
の
夜
な
夜

な
は
。
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右

武
蔵

２
①

し
を
れ
ゆ
く
花
を
見
つ
つ
も
②

鈴
虫
の
声
ふ
り
た
て
て
惜
し
む
な
る
か
な

【
語
釈
】

①

し
を
れ
ゆ
く
花
を

｢

し
を
れ
ゆ
く
花｣

が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
花
を
い
う
の
か
は
解
ら
な
い
が
、
後
世
で
は

｢

尾
花｣

と
結
び
つ
け
ら
れ
た
例
が
散
見
さ
れ
る
。

②

鈴
虫
の

｢
鈴｣

と

｢

ふ
り｣

が
縁
語
。

【
現
代
語
訳
】

し
お
れ
て
い
く
花
を
見
な
が
ら
、
鈴
虫
が
声
を
振
り
絞
っ
て
鳴
い
て

(

花
を)

惜
し
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。

萩
谷
朴
氏
が
平
安
朝
歌
合
の
特
殊
批
評
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
て
い
る

｢

一
番
左
歌
は
負
け
ず｣

に
則
っ
た
判
で
あ
ろ
う
か
。
但

し
、
そ
れ
も
絶
対
の
規
則
で
は
な
い
。
左
出
羽
の
歌
は
伝
統
的
な
詠
み
方
で
、
言
葉
続
き
に
も
拙
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、

右
の
武
蔵
詠
は
鈴
虫
を
擬
人
化
し
た
点
が
斬
新
で
は
あ
る
が
、
二
句
か
ら
三
句
以
降
へ
の
繋
が
り
に
難
が
あ
る
。
こ
の
二
首
に
関
し

て
は
、｢

一
番
左
歌
は
負
け
ず｣

と
い
う
特
殊
批
評
に
拠
ら
ず
と
も

｢

左
勝｣

と
の
判
は
妥
当
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
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松
虫

左
持

宣
旨

３
①

ま
つ
虫
の
声
鳴
き
尽
く
す
野
辺
に
来
て
た
の
め
ぬ
人
も
旅
寝
し
ぬ
べ
し

【
語
釈
】

①

ま
つ
虫
の

｢

ま
つ｣

は

｢

待
つ｣

と

｢

松

(

虫)｣

の
掛
詞
。
参
考
歌

｢

秋
の
野
に
人
ま
つ
虫
の
声
す
な
り
我
か
と
ゆ
き
て

い
ざ
と
ぶ
ら
は
む｣

(『

古
今
和
歌
集』

巻
四

秋
歌
上

よ
み
人
し
ら
ず)

【
現
代
語
訳
】

訪
れ
を
待
っ
て
松
虫
が
声
の
あ
ら
ん
限
り
に
鳴
く
野
辺
に
来
て
、(

来
る
と)

約
束
し
て
く
れ
た
わ
け
で
も
な
い
人
も

(

松
虫
の

声
に
負
け
て)

き
っ
と
旅
寝
を
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

右

左
衛
門

４

花
見
に
は
人
も
定
め
ず
来
る
も
の
を
①

誰
を
ま
つ
虫
野
辺
に
鳴
く
ら
ん

【
語
釈
】

①

誰
を
ま
つ
虫

二
十
巻
本

｢

た
れ
を
ま
む
つ

し｣

と
あ
る
。｢
ま
つ｣

は

｢

待
つ｣

と

｢

松

(

虫)｣

の
掛
詞
。
萩
谷
朴
氏
は
当

該
歌
を

｢

秋
の
野
に
来
宿
る
人
も
思
ほ
え
ず
誰
を
松
虫
こ
こ
ら
鳴
く
ら
む｣

(『

古
今
和
歌
六
帖』

巻
六)

と

｢

花
見
に
は
群
れ
て

ゆ
け
ど
も
青
柳
の
糸
の
も
と
に
は
来
る
人
も
な
し｣

(『

拾
遺
和
歌
集』

巻
一

春
歌

よ
み
人
し
ら
ず)

と
を
併
せ
た
も
の
と
指
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摘
し
て
い
る

(『

平
安
朝
歌
合
大
成』

一
六
八)

。

【
現
代
語
訳
】

花
見
に
は
誰
も
彼
も
が
来
る
も
の
で
す
が
、(

来
る
は
ず
も
な
い)

誰
を
待
っ
て
松
虫
は
野
辺
に
鳴
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

左
宣
旨
の
歌
は
言
葉
続
き
は
良
い
も
の
の
、
上
の
句
か
ら
下
の
句
に
か
け
て
の
繋
が
り
方
が
少
々
理
屈
っ
ぽ
く
、
平
板
な
歌
で
あ

る
。
一
方
、
右
の
左
衛
門
詠
は
上
の
句

(

春
・
視
覚)

と
下
の
句

(

秋
・
聴
覚)

を
対
比
的
に
詠
ん
で
い
る
が
、
八
月
の
歌
合
の
歌

で
あ
り
な
が
ら
春
の

｢

花
見｣
を
秋
の

｢

虫
の
声
を
聞
く｣

と
結
び
つ
け
た
点
は
い
さ
さ
か
強
引
で
あ
る
。
優
劣
を
つ
け
か
ね
て

｢

持｣

と
判
じ
ら
れ
た
か
。

①

き
り
ぎ
り
す

左

美
作

５

き
り
ぎ
り
す
秋
の
夜
な
夜
な
鳴
く
声
を
ま
だ
ま
ど
ろ
ま
ぬ
友
と
聞
く
か
な

【
語
釈
】

①

き
り
ぎ
り
す

｢

き
り
ぎ
り
す｣

は
現
在
の
こ
お
ろ
ぎ
の
こ
と
。
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【
現
代
語
訳
】

こ
お
ろ
ぎ
が
秋
の
夜
な
夜
な
に
鳴
く
声
を
、
ま
だ
眠
ら
な
い
友
が
い
る
の
だ
と
思
っ
て
聞
き
ま
す
よ
。

右
勝

丹
後

６
①

秋
深
く
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
き
り
ぎ
り
す
②

衣
急
が
す
声
ぞ
③

い
と
な
き

【
語
釈
】

①

秋
深
く
な
り
ゆ
く
ま
ま
に

『

平
安
朝
歌
合
大
成』

(

一
六
八)

で
は

｢

秋
深
く
な
り
ゆ
く
野
辺
に
鳴
く
虫
の
い
と
ど
わ
び
た

る
声
き
こ
ゆ
な
り｣

(『

高
明
集』)

と

｢

秋
深
く
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
風
の
音
の
木
末
に
高
く
吹
き
も
ゆ
く
か
な｣

(｢

長
暦
二
年
九

月
十
三
日
権
大
納
言
師
房
歌
合｣
為
善)

を
本
歌
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。(

但
し
、『

高
明
集』

の
歌
は
、｢

歌
７｣

(

小
馬
詠)

の
本
歌
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
歌
の
表
現
か
ら
見
て

｢

歌
６｣

の
誤
り
で
あ
ろ
う
。)

初
・
二
句
が
共
通
す
る
歌

は
他
に

｢

秋
ふ
か
く
な
り
行
く
ま
ま
に
時
雨
の
み
ふ
る
さ
と
人
は
な
が
め
を
ぞ
す
る｣

(『

定
頼
集』)

が
あ
る
。

②

衣
急
が
す

｢

衣
急
が
す｣

と
は
、
衣
更
え
の
準
備
を
急
か
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
お
ろ
ぎ

の
鳴
き
声
は

｢

山
館
雨
時
鳴
自
暗

野
亭
風
処
織
猶
寒｣

(『
和
漢
朗
詠
集』

巻
上

秋

虫

橘
直
幹)

の
よ
う
に
機
織
り
の
音

に
喩
え
ら
れ
る
。
平
安
時
代
で
は
通
常
、
十
月
一
日
に
冬
の
装
い
に
変
え
ら
れ
た
。
参
考
歌

｢

か
ら
こ
ろ
も
夜
風
涼
し
く
な
る
な

へ
に
き
り
ぎ
り
す
さ
へ
鳴
き
み
だ
れ
つ
つ｣

(『

恵
慶
集』

『
夫
木
和
歌
抄』

秋
五)

③

い
と
な
き

｢

い
と
な
し

(

暇
な
し)｣

は
忙
し
な
い
、
絶
え
間
が
な
い
の
意
。｢

衣｣

と

｢

い
と

(

糸)｣

が
縁
語
。
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【
現
代
語
訳
】

秋
が
深
く
な
っ
て
い
く
に
従
っ
て
、
こ
お
ろ
ぎ
が
衣
更
え
の
準
備
を
急
が
せ
る
声
が
頻
り
に
聞
こ
え
ま
す
。

右
丹
後
の
歌
は
初
・
二
句
が
本
歌
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
り
、
ま
た

｢

衣｣

と

｢

い
と｣

の
縁
語
を
用
い
た
技
巧
的
な
も
の
で
あ

る
。
左
の
美
作
詠
も
ま
と
ま
っ
た
歌
で
は
あ
る
が
、
右
歌
に
及
ば
ず
と
判
じ
ら
れ

｢

右
勝｣

と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

①

機
織
女左

小
馬

７

秋
風
に
②

し
を
れ
ゆ
く
め
る
草
む
ら
に
③

機
織
る
虫
は
④

乱
れ
て
ぞ
鳴
く

【
語
釈
】

①

機
織
女

｢

機
織
女｣

は
現
在
の
き
り
ぎ
り
す
の
こ
と
を
い
う
。
鳴
き
声
が
機
織
り
の
音
に
似
て
い
る
こ
と
に
拠
っ
た
古
名

で

｢

機
織｣

や

｢

機
織
り
虫｣

と
も
言
っ
た
。

②

し
を
れ
ゆ
く
め
る

下
の
句
の

｢

乱
れ｣

に
対
応
す
る
表
現
で
あ
ろ
う
。｢

し
を
る｣

と

｢

乱
る｣

を
結
び
つ
け
た
も
の
と
し

て
は
早
い
時
期
の
も
の
で
、
後
の
歌
に
は

｢

し
を
れ
あ
し
の
み
だ
れ
ふ
し
た
る
難
波
江
に
冬
の
あ
は
れ
は
見
え
け
る
も
の
を｣

(『

拾
玉
集』)

な
ど
が
あ
る
。

③

機
織
る

｢

機
織
る｣

と

｢

乱
れ｣

は
縁
語
。

④

乱
れ
て
ぞ
鳴
く

｢

乱
れ
て
ぞ
鳴
く｣

の
用
例
に

｢

か
り
に
て
も
わ
か
る
と
お
も
へ
ば
か
み
な
が
は
瀬
々
の
千
鳥
の
乱
れ
て
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ぞ
鳴
く｣

(『

古
今
和
歌
六
帖』

巻
二)

が
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

秋
風
に
し
お
れ
乱
れ
て
い
く
よ
う
な
草
む
ら
に
、
機
を
織
る
虫
々
は
鳴
き
乱
れ
て
い
ま
す
。

右
勝

式
部

８

い
ろ
い
ろ
の
①

花
の
錦
に
②

た
ち
添
ひ
て
機
織
る
虫
の
声
ぞ
聞
こ
ゆ
る

【
語
釈
】

①

花
の
錦
に

｢

花
の
錦｣

は
花
の
美
し
い
こ
と
を
錦
に
見
立
て
る
表
現
。
春
歌
の
用
例
が
多
い
が
、
秋
歌
で
の
例
も
少
な
い

な
が
ら
存
す
る
。
但
し
、
同
時
代
以
前
に
秋
の

｢

花
の
錦｣

を
詠
ん
だ
歌
は
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は

｢

秋
の
野
は
花
の
錦
を
も

ろ
と
も
に
立
ち
と
ま
り
つ
つ
見
て
を
ゆ
か
な
む｣

(『

元
輔
集』)

の
み
で
あ
る
。

②

た
ち
添
ひ
て

｢

立
ち
添
ひ
て｣

と

｢

裁
ち｣
と
の
掛
詞
。｢

錦｣
｢

裁
ち｣

｢

機
織
る｣

は
縁
語
。

【
現
代
語
訳
】

色
と
り
ど
り
の
花
の
錦
に
寄
り
添
っ
て
、
機
織
る
虫
の
鳴
く
声
が
聞
こ
え
ま
す
。

左
小
馬
の
歌
は
、｢

し
を
る｣

と

｢

乱
る｣

を
結
び
つ
け
た
点
は
新
奇
な
表
現
で
あ
る
が
、
本
歌
合
以
前
の
�
子
内
親
王
歌
合
に
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お
い
て
、
先
例
の
な
い
あ
る
い
は
少
な
い
表
現
を
用
い
た
歌
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
二
句

｢

し
を
れ

ゆ
く
め
る｣

の
落
ち
着
き
も
悪
い
。
一
方
、
右
の
式
部
詠
も
、
秋
歌
に

｢

花
の
錦｣

を
用
い
て
い
る
点
は
先
例
の
少
な
い
歌
語
の
取

り
込
み
で
あ
る
が
、｢

錦｣
｢

裁
ち｣

｢

機
織
る｣

の
縁
語
を
用
い
て
、
纏
ま
っ
た
一
首
に
仕
上
げ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、｢

右
勝｣

と

な
っ
た
か
。

①

轡
虫

左

中
務

９
②

待
つ
人
の
あ
る
夜
な
り
せ
ば
轡
虫
③

駒
引
き
留
め
て
来
ぬ
と
聞
か
ま
し

【
語
釈
】

①

轡
虫

｢

轡
虫｣

は
鳴
き
声
が
轡
の
鳴
る
音
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
つ
い
た
名
。
な
お
、｢

轡
虫｣

が
歌
題
に
取
ら
れ
た
例
は
、

管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
本
歌
合
が
唯
一
の
例
で
あ
る
。

②

待
つ
人
の
あ
る
夜
な
り
せ
ば

｢

待
つ
人｣
は
私
が
待
っ
て
い
る
人
。
恋
人
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。｢

夜
な
り
せ
ば｣

と
結
句

の

｢

聞
か
ま
し｣

と
で
反
実
仮
想
を
表
す
。

③

駒

｢

轡｣
｢

引
く｣

と
縁
語
関
係
。

【
現
代
語
訳
】

待
つ
人
が
い
る
夜
で
あ
っ
た
な
ら
、
轡
虫
の
声
も
、
駒
を
引
き
留
め
て(

待
ち
人
が)

来
て
く
れ
た
の
だ
と
思
っ
て
聞
く
の
で
し
ょ
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う
に
ね
。

右

讃
岐

�
①

草
隠
れ
②

駒
並
め
て
ゆ
く
旅
人
の
③

聞
き
渡
さ
る
る
轡
虫
か
な

【
語
釈
】

①

草
隠
れ

同
時
代
以
前
の
例
に

｢

草
が
く
れ
秋
す
ぎ
ぬ
べ
き
女
郎
花
匂
ひ
ゆ
ゑ
に
や
ま
づ
見
え
ぬ
ら
む｣

(｢

昌
泰
元
年
秋
亭

子
院
女
郎
花
合｣

一
番
左)
、｢

草
隠
れ
か
れ
に
し
水
は
ぬ
る
く
と
も
む
す
び
し
袖
は
今
も
か
は
か
ず｣

(『

拾
遺
和
歌
集』

巻
十
二

恋
二

清
原
元
輔)

、｢

沼
水
の
波
に
は
立
て
で
底
深
み
草
隠
れ
つ
つ
逢
ふ
よ
し
も
が
な｣

(『

古
今
和
歌
六
帖』

巻
三

よ
み
人
し

ら
ず)

な
ど
が
あ
る
が
、
恋
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
。｢

草
隠
れ｣

が

｢

駒｣

と

｢

轡
虫｣

の
い
ず
れ
に
か
か
る
か
判
じ
難
い
が
、

轡
虫
が
草
陰
に
隠
れ
る
と
い
う
の
で
は
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
に
過
ぎ
る
こ
と
、
後
世
の
例
で
は
あ
る
が

｢

春
ぞ
み
し
み
づ
の
み

ま
き
に
あ
れ
し
駒
あ
り
も
や
す
ら
む
草
が
く
れ
つ
つ｣

(『

壬
二
集』)

の
よ
う
に

｢

駒｣

と
結
び
つ
い
た
歌
が
数
例
あ
る
こ
と
、

ま
た

｢

草
隠
れ
な
く
小
牡
鹿
の
見
え
ね
ど
も
い
も
が
あ
た
り
を
ゆ
け
ば
か
な
し
も｣

(『

古
今
和
歌
六
帖』

巻
五

人
麻
呂)

と
鹿

が

｢

草
隠
れ｣

る
例
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
二
句
の

｢
駒｣

に
か
か
る
も
の
と
し
て
解
し
た
。

②

駒

｢

轡｣

と
縁
語
関
係
。

③

聞
き
渡
さ
る
る
轡
虫
か
な

馬
の
轡
の
音
を
轡
虫
の
鳴
き
声
が
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
耳
に
入
っ
て
く
る
こ
と
に
取
り
な
し
た

か
。
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【
現
代
語
訳
】

草
陰
に
隠
れ
て
馬
を
連
ね
て
い
く
旅
人
に
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
耳
に
入
っ
て
く
る
轡
虫
の
鳴
き
声
で
す
ね
。

こ
の
番
い
に
は
判
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。｢

轡
虫｣

と
い
う
歌
題
の
特
異
性
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
中
務
、
讃
岐
と
も
に
い

さ
さ
か
戯
笑
を
誘
う
詠
み
ぶ
り
で
あ
り
、
両
者
と
も
評
価
す
る
に
値
せ
ず
判
な
し
と
さ
れ
た
か
。

雁

左
勝

出
羽

�
①

帰
り
に
し
②

春
の
つ
ら
さ
も
忘
ら
れ
で
③

秋
の
あ
は
れ
を
添
ふ
る
初
雁

【
語
釈
】

①

帰
り
に
し

『

平
安
朝
歌
合
大
成』

(
一
六
八)

で
は

｢

か
へ
り
に
し
雁
ぞ
鳴
く
な
る
む
べ
人
は
う
き
世
の
中
を
そ
む
き
か
ぬ

ら
む｣

(『

拾
遺
和
歌
集』

巻
十
七

雑
秋

大
中
臣
能
宣)

を
本
歌
と
指
摘
す
る
。

②

春
の
つ
ら
さ
も

｢

春
の
つ
ら
さ｣

の
用
例
に

｢
よ
そ
に
て
も
花
見
る
ご
と
に
音
を
ぞ
泣
く
我
が
身
に
う
と
き
春
の
つ
ら
さ

に｣
(『

後
撰
和
歌
集』

巻
三

春
下

よ
み
人
し
ら
ず)
が
あ
る
。
四
句
の

｢

秋
の
あ
は
れ｣

と
対
に
な
る
表
現
。

③

秋
の
あ
は
れ
を

｢

秋
の
あ
は
れ｣

の
用
例
に

｢

お
ほ
か
た
の
秋
の
あ
は
れ
を
思
ひ
や
れ
月
に
心
は
あ
く
が
れ
ぬ
と
も｣

(『

紫
式
部
集』

、『

千
載
和
歌
集』

巻
四

秋
歌
上

紫
式
部)
や

｢
い
か
ば
か
り
君
嘆
く
ら
ん
数
な
ら
ぬ
身
だ
に
知
ら
れ
し
秋
の

あ
は
れ
を｣

(『

後
拾
遺
和
歌
集』

巻
十

哀
傷

前
中
宮
出
雲)

な
ど
が
あ
る
。｢

秋｣

に

｢

飽
き｣

を
響
か
せ
る
か
。
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【
現
代
語
訳
】

(

私
を
捨
て
て)

帰
っ
て
し
ま
っ
た
春
の
つ
ら
さ
も
忘
れ
ら
れ
な
い
の
に
、(

今
ま
た)

秋
の
か
な
し
み
を
付
け
加
え
る
初
雁
で
す

ね
。

右

①

丹
後

�
②

初
雁
の
旅
の
そ
ら
な
る
声
す
な
り
幾
雲
路
を
か
分
け
て
来
つ
ら
ん

【
語
釈
】

①

丹
後

二
十
巻
本｢

た
は
た
こ｣

と
あ
る
。
�
子
内
親
王
歌
合
に
お
い
て
作
者
名
が｢

た
は｣

と
あ
る
場
合
に
は
全
て｢

た
こ｣

と
注
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
萩
谷
氏
は

｢

丹
波
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
丹
後
に
統
一
し
て
、
一
人
の
女
性
を
想
定
す
る
の
が
正
し
い

と
思
わ
れ
る
。｣

と
指
摘
し
て
い
る

(『
平
安
朝
歌
合
大
成』

一
四
四)

。

②

初
雁
の
旅
の
そ
ら
な
る
声

｢

そ
ら｣
は
天
空
の

｢

空｣

と
心
が
空
ろ
で
あ
る
意
の

｢

そ
ら｣

と
の
掛
詞
。『

平
安
朝
歌
合
大

成』
(

一
六
八)

で
は

｢

初
雁
の
旅
の
空
な
る
声
き
け
ば
わ
が
身
を
お
き
て
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ｣

(『

中
務
集』)

を
本
歌
と
し
て
指

摘
す
る
。

【
現
代
語
訳
】

初
雁
が
旅
を
し
て
き
て

(

そ
の
疲
れ
か
ら)

力
の
な
い
声
で
鳴
い
て
い
る
よ
う
で
す
、
ど
れ
ほ
ど
の
雲
路
を
分
け
て
や
っ
て
来
た

の
で
し
ょ
う
か
。
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右
丹
後
の
歌
は
、
上
の
句
・
下
の
句
が
並
列
的
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
。
一
方
、
左
の
出
羽
詠
は
、｢

春
の
つ
ら
さ｣

と

｢

秋
の
あ

は
れ｣

を
対
句
的
に
用
い
て
お
り
、
技
法
の
面
で
よ
り
秀
で
て
い
る
。
そ
の
点
が

｢

左
勝｣

と
い
う
結
果
に
繋
が
っ
た
か
。

千
鳥

左
持

宣
旨

�
①

寝
覚
め
し
て
誰
か
待
ち
聞
く
②

小
夜
千
鳥
訪
ふ
③

秋
の
深
き
あ
は
れ
を

【
語
釈
】

①

寝
覚
め
し
て
誰
か
待
ち
聞
く
『

平
安
朝
歌
合
大
成』

(

一
六
八)

で
は

｢

寝
覚
め
し
て
誰
か
聞
く
ら
む
こ
の
こ
ろ
の
木
の
葉

に
か
か
る
夜
半
の
時
雨
を｣

(『

馬
内
侍
集』)

が
本
歌
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。｢

寝
覚
め｣

と

｢

千
鳥｣

を
取
り
合
わ
せ
た

例
に

｢

友
千
鳥
も
ろ
声
に
鳴
く
あ
か
つ
き
は
ひ
と
り
寝
ざ
め
の
床
も
た
の
も
し｣

(『

源
氏
物
語』

｢

須
磨｣

光
源
氏)

が
あ
る
。

②

小
夜
千
鳥
訪
ふ

｢

小
夜
千
鳥｣

は
夜
に
鳴
く
千
鳥
を
い
う
。
同
時
代
以
前
の
例
に

｢

さ
夜
ち
ど
り
は
ね
う
つ
な
み
の
お
と

す
な
り
よ
は
の
は
る
か
ぜ
こ
ほ
り
と
く
ら
し｣

(『
賀
茂
保
憲
女
集』)

が
あ
る
。｢

訪
ふ｣

は
小
夜
千
鳥
が
鳴
き
渡
る
こ
と
と
、
秋

の
訪
れ
と
を
い
う
。

③

深
き
あ
は
れ
を

｢

深
き
あ
は
れ｣

の
用
例
に

｢

君
な
ら
で
た
れ
か
み
し
ら
ん
月
か
げ
の
か
た
ぶ
く
さ
よ
の
ふ
か
き
あ
は
れ

を｣
(『

公
任
集』)

が
あ
る
。
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【
現
代
語
訳
】

夜
中
に
目
を
覚
ま
し
て
誰
が
心
待
ち
に
聞
く
の
で
し
ょ
う
か
。
夜
中
に
鳴
き
わ
た
る
千
鳥
と
共
に
訪
れ
る
秋
の
深
い
か
な
し
み
を
。

右

讃
岐

�

千
鳥
こ
そ
鳴
き
渡
る
な
れ
①

思
ふ
ど
ち
②

よ
ろ
づ
代
祈
る
夜
半
の
ま
ど
ゐ
に

【
語
釈
】

①

思
ふ
ど
ち

親
し
い
者
同
士
。

②

よ
ろ
づ
代
祈
る

万
代
の
繁
栄
を
祈
る
。
詠
ま
れ
た
場
を
考
え
る
と
、
恐
ら
く
は
�
子
内
親
王
の
万
代
を
祈
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

【
現
代
語
訳
】

千
鳥
が
鳴
き
な
が
ら
飛
ん
で
い
く
よ
う
で
す
、
親
し
い
者
同
士
が
万
代
の
繁
栄
を
祈
る
夜
中
の
集
ま
り
の
最
中
に
。

左
宣
旨
の
歌
は
、
先
行
歌
の
表
現
を
踏
ま
え
て
秋
の
夜
の
寂
寥
を
巧
み
に
詠
ん
で
い
る
。
対
す
る
右
の
讃
岐
詠
は
、
優
れ
た
詠
み

ぶ
り
で
も
な
い
が
、
四
句

｢

よ
ろ
づ
代
祈
る｣

と
�
子
内
親
王
に
対
す
る
祝
意
を
込
め
て
い
る
。
平
安
時
代
の
歌
合
で
は
、
祝
意
の

込
め
ら
れ
た
歌
は
負
け
に
し
な
い
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に

｢

持｣

と
な
っ
た
か
。
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①

小
鷹
狩左

勝

美
作

�
②

御
狩
す
る
人
の
み
見
ゆ
る
秋
の
野
は
③

立
ち
ゐ
る
鳥
や
し
づ
心
な
き

【
語
釈
】

①

小
鷹
狩

小
形
の
鷹
を
使
っ
て
秋
に
行
う
狩
り
の
こ
と
。『

平
安
朝
歌
合
大
成』

(

一
六
八)

に
よ
れ
ば
、｢

小
鷹
狩｣

が
歌

題
に
採
ら
れ
る
の
は
こ
れ
が
最
初
の
例
と
い
う
。

②

御
狩
す
る
人
の
み
見
ゆ
る

公
的
な
行
事
で
あ
る
鷹
狩
り
に
大
勢
の
人
が
供
奉
し
て
い
る
様
子
を
い
う
。

③

立
ち
ゐ
る

｢

立
ち
ゐ
る｣
は
鳥
が
立
っ
た
り
座
っ
た
り
し
て
辺
り
の
様
子
を
警
戒
し
て
窺
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

【
現
代
語
訳
】

御
狩
を
す
る
人
ば
か
り
が
見
え
る
秋
の
野
で
は
、
立
っ
た
り
座
っ
た
り
し
て
辺
り
を
窺
う
鳥
は
落
ち
着
い
た
心
も
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。

右

武
蔵

�

秋
の
野
に
狩
に
出
で
て
は
①

い
ろ
い
ろ
の
花
を
見
る
こ
そ
②

と
り
ど
こ
ろ
な
れ
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【
語
釈
】

①

い
ろ
い
ろ
の
花
を

都
の
中
で
は
目
に
す
る
こ
と
の
な
い
花
々
の
こ
と
。

②

と
り
ど
こ
ろ
な
れ

｢

と
り
ど
こ
ろ｣

は
長
所
、
取
り
得
の
意
。｢

鳥｣

を
響
か
せ
る
。

【
現
代
語
訳
】

秋
の
野
に
狩
り
に
出
て
は

(

都
で
は
見
ら
れ
な
い)

色
と
り
ど
り
の
花
を
見
る
こ
と
こ
そ
が
、(

小
鷹
狩
の)

長
所
で
す
ね
。

右
の
武
蔵
詠
は

｢

と
り
ど
こ
ろ｣

に

｢

鳥｣

を
響
か
せ
て
い
る
も
の
の
、｢

花
を
見
る｣

こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
点
が

｢

小

鷹
狩｣

と
い
う
題
か
ら
は
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
左
美
作
の
歌
は
小
鷹
狩
で
獲
物
に
さ
れ
る
鳥
に
思
い
を
致
し
た
も
の
で
あ
り
、

題
に
即
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
結
果

｢

左
勝｣

と
判
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

①

鴫

左
持

小
馬

�

誰
か
ま
た
②

暁
ご
と
に
夢
さ
め
て
③

羽
か
く
鴫
の
声
を
聞
く
ら
ん

【
語
釈
】

①

鴫

『

平
安
朝
歌
合
大
成』

(

一
六
八)

に
よ
れ
ば
、
本
歌
合
は
平
安
時
代
の
歌
合
で

｢

鴫｣

を
歌
題
と
し
て
扱
う
唯
一
の
例

で
あ
る
。
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②

暁
ご
と
に

｢

暁｣

は
夜
が
明
け
る
前
の
こ
と
で
、
後
朝
の
別
れ
の
時
間
帯
で
も
あ
る
。
鴫
は

｢

暁
の
鴫
の
羽
か
き
百
羽
か

き
君
が
来
ぬ
夜
は
我
ぞ
数
か
く｣

(『

古
今
和
歌
集』

巻
十
五

恋
歌
五

よ
み
人
し
ら
ず)

の
よ
う
に
、
朝
方
羽
掻
く
も
の
と
し

て
歌
に
詠
ま
れ
る
。

③

羽
か
く
鴫
の

｢

羽
か
く｣

は
は
ば
た
く
こ
と
と
も
、
く
ち
ば
し
で
羽
繕
い
を
す
る
こ
と
と
も
い
う
が
、『

色
葉
字
類
抄』

に

｢

攪

手
動
也｣

、『

新
撰
字
鏡』

に

｢

摘

掻
也
。
振
也｣

と
あ
る
よ
う
に
総
じ
て
羽
を
動
か
す
こ
と
を
い
う
。
鴫
が
羽
を
動
か

す
の
は
朝
方
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
静
か
な
時
間
帯
ゆ
え
そ
の
羽
音
が
特
に
聞
こ
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

『

平
安
朝
歌
合
大
成』

(
一
六
八)

で
は

｢

百
羽
か
き
羽
か
く
し
ぎ
も
わ
が
ご
と
く
あ
し
た
わ
び
し
き
か
ず
は
ま
さ
ら
じ｣

(『

拾
遺

和
歌
集』

巻
十
二

恋
歌
二

紀
貫
之)

を
本
歌
と
し
て
指
摘
す
る
。

【
現
代
語
訳
】

一
体
誰
が
暁
時
に
い
つ
も
目
を
覚
ま
し
て
、
羽
を
動
か
す
鴫
の
鳴
き
声
を
聞
く
の
で
し
ょ
う
か

(

、
い
え
、
私
以
外
の
誰
も
聞
か

な
い
で
し
ょ
う)

。
右

左
衛
門

�

我
な
ら
で
誰
か
聞
く
ら
ん
暁
の
①

羽
か
く
鴫
の
数
を
つ
く
し
て

【
語
釈
】

①

羽
か
く
鴫
の

『

平
安
朝
歌
合
大
成』

(

一
六
八)

で
は

｢

百
羽
か
き
羽
か
く
し
ぎ
も
わ
が
ご
と
く
あ
し
た
わ
び
し
き
か
ず
は
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ま
さ
ら
じ｣

(『

拾
遺
和
歌
集』

巻

恋
歌
二

紀
貫
之)

を
本
歌
と
し
て
指
摘
す
る
。

【
現
代
語
訳
】

私
以
外
に
誰
が
聞
く
で
し
ょ
う
か
、
夜
明
け
前
に
引
っ
切
り
な
し
に
羽
を
動
か
す
鴫

(

の
羽
音)

を
。

左
小
馬
の
歌
は

｢
羽
か
く
鴫｣

を
詠
み
な
が
ら
、
そ
の
鳴
き
声
を
聞
く
と
い
う
点
で
焦
点
が
ぶ
れ
て
い
る
。
一
方
、
右
の
左
衛
門

詠
は
結
句

｢

数
を
つ
く
し
て｣

が
ど
こ
に
か
か
る
の
か
不
明
瞭
で
あ
り
、
意
を
解
し
に
く
い
。
暁
時
に

｢

羽
か
く
鴫｣

の
声
や
羽
音

を
聞
く
と
い
う
趣
旨
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
ど
ち
ら
も
積
極
的
に
評
価
す
る
に
値
せ
ず

｢

持｣

と
判
じ
ら
れ
た
か
。

鹿

左
持

中
務

�
①

妻
恋
ふ
る
鹿
の
涙
や
露
な
ら
ん
②

萩
の
下
葉
も
色
深
く
見
ゆ

【
語
釈
】

①

妻
恋
ふ
る
鹿
の
涙
や

『

平
安
朝
歌
合
大
成』

(

一
六
八)
で
は

｢

妻
恋
ふ
る
鹿
の
涙
や
秋
萩
の
下
葉
も
み
づ
る
露
と
な
る
ら

む｣
(『

古
今
和
歌
六
帖』

巻
六
、『

貫
之
集』)

を
本
歌
と
し
て
挙
げ
る
。

②

萩
の
下
葉
も
色
深
く
見
ゆ

露
が
置
く
と
、
草
木
の
葉
を
色
づ
か
せ
る
と
さ
れ
て
い
た
。｢

色
深
く
見
ゆ｣

は
萩
の
黄
葉
の

色
が
深
い
こ
と
に
、
鹿
の
物
思
い
の
深
さ
を
響
か
せ
た
表
現
。
同
様
の
表
現
に

｢

わ
が
宿
の
な
げ
き
の
下
葉
色
深
く
う
つ
ろ
ひ
に
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け
り
な
が
め
ふ
る
ま
に｣

(『

蜻
蛉
日
記』

上)

が
あ
る
。
萩
は
下
か
ら
色
づ
き
始
め
る
た
め
、
上
葉
に
比
べ
下
葉
の
方
が
黄
葉
の

度
合
は
深
い
。

【
現
代
語
訳
】

妻
を
恋
し
く
想
っ
て
鳴
く
鹿
の
涙
が
露
な
の
で
し
ょ
う
か
、(

そ
れ
も
加
わ
っ
て)

萩
の
下
葉
も
い
っ
そ
う
深
く
色
づ
い
て
見
え

ま
す
ね
。

右

式
部

�
①

妻
恋
ふ
る
鹿
の
涙
や
秋
の
野
の
②

し
が
ら
む
萩
の
露
と
な
る
ら
ん

【
語
釈
】

①

妻
恋
ふ
る
鹿
の
涙
や

『

平
安
朝
歌
合
大
成』

(

一
六
八)

で
は

｢

妻
恋
ふ
る
鹿
の
涙
や
秋
萩
の
下
葉
も
み
づ
る
露
と
な
る
ら

む｣
(『

古
今
和
歌
六
帖』

巻
六
、『

貫
之
集』)

を
本
歌
と
し
て
挙
げ
る
。

②

し
が
ら
む
萩
の

｢

し
が
ら
む｣

は
絡
み
つ
け
る
。｢
妻
恋
ふ
る
鹿
の
し
が
ら
む
秋
萩
に
置
け
る
白
露
我
も
消
ぬ
べ
し｣

(『

貫

之
集』)

【
現
代
語
訳
】

妻
を
恋
し
く
想
っ
て
鳴
く
鹿
の
涙
が
、
秋
の
野
で

(

鹿
が)

絡
み
つ
く
萩
に
置
く
露
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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中
務
・
式
部
共
に
紀
貫
之
の
同
じ
歌
を
も
と
に
詠
み
換
え
て
い
る
が
、｢

萩｣

と
の
取
り
合
わ
せ
や
内
容
が
類
似
し
た
も
の
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
優
劣
が
付
け
に
く
く

｢

持｣

と
判
じ
ら
れ
た
か
。

月

左

出
羽

�
①

お
よ
び
な
き
心
も
②

そ
ら
に
③

す
む
も
の
は
隈
な
く
照
ら
す
秋
の
月
影

【
語
釈
】

①

お
よ
び
な
き
心
も

｢
お
よ
び
な
し｣

と
は
分
が
過
ぎ
て
、
手
が
届
か
な
い
こ
と
。
こ
こ
で
は

｢

心
な
し｣

と
同
様
、
も
の

の
情
趣
を
解
し
な
い
身
と
い
っ
た
意
味
で
採
っ
た
。

②

そ
ら
に

｢

そ
ら｣

は

｢(

心
も)
そ
ら｣

に
天
空
の
意
を
掛
け
る
。

③

す
む
も
の
は

｢

す
む｣

は

｢(

心
も)
澄
む｣

と

｢(

月
が
空
に)

住
む

(

＝
あ
る)｣

の
掛
詞
。

【
現
代
語
訳
】

風
流
と
は
縁
遠
い
私
の
心
も
う
っ
と
り
と
澄
み
切
っ
た
気
持
ち
に
し
て
く
れ
る
も
の
は
、
空
に
あ
っ
て
隅
々
ま
で
照
ら
す
秋
の
月

明
か
り
な
の
で
す
ね
。
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右
勝

丹
後

�
①

夜
も
す
が
ら
な
が
め
明
か
さ
ん
さ
や
か
な
る
月
に
つ
け
て
ぞ
②

秋
も
待
た
れ
し

【
語
釈
】

①

夜
も
す
が
ら

参
考
歌

｢

夜
も
す
が
ら
空
す
む
月
を
な
が
む
れ
ば
秋
は
あ
く
る
も
知
ら
れ
ざ
り
け
り｣

(『

後
拾
遺
和
歌
集』

巻
四

秋
上

藤
原
頼
宗)

②

秋
も
待
た
れ
し

｢

も｣

は
強
調
の
意
で
あ
る
が
、｢

秋
も
待
た
れ
し｣

と
い
う
言
葉
の
裏
に
は
暑
い
夏
が
早
く
過
ぎ
て
欲
し

い
と
の
思
い
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
。
当
時
の
人
の
秋
を
待
ち
遠
し
く
思
う
気
持
ち
は
、
藤
原
敏
行
の

｢

秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か

に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る｣

(『

古
今
和
歌
集』

巻
四

秋
歌
上)

な
ど
に
も
表
れ
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】

一
晩
中
眺
め
て
夜
を
明
か
し
ま
し
ょ
う
、
明
る
く
澄
ん
だ
月
が
見
ら
れ
る
か
ら
秋
も
待
ち
遠
し
く
思
っ
て
い
た
の
で
す
も
の
。

右
の
丹
後
詠
は
、
秋
を
待
ち
望
ん
で
い
た
人
の
気
持
ち
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
左
出
羽
の
歌
は
掛
詞
を
巧
み
に
用
い
た
も
の
で

は
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
上
の
句
が
複
雑
で
解
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め

｢

右
勝｣

と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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①

駒
迎
へ左

持

小
馬

�
②

こ
れ
や
さ
は
③

関
の
清
水
に
か
げ
見
ゆ
と
聞
き
渡
り
つ
る
駒
の
足
並
み

【
語
釈
】

①

駒
迎
へ

｢
駒
迎
へ｣

と
は
、
甲
斐
・
武
蔵
・
信
濃
・
上
野
の
四
国
に
あ
る
御
牧
か
ら
貢
進
さ
れ
た
馬
を
、
官
人
が
逢
坂
の

関
で
出
迎
え
る
こ
と
。
駒
牽

(

貢
進
さ
れ
た
馬
を
天
皇
が
宮
中
で
御
覧
に
な
り
、
そ
の
後
貴
族
た
ち
に
馬
が
下
賜
さ
れ
る
儀
式)

に
先
立
つ
も
の
で
、
八
月
の
中
頃
に
行
わ
れ
た
。『

平
安
朝
歌
合
大
成』

(

一
六
八)

に
よ
れ
ば
、｢

駒
迎
へ｣

が
歌
題
に
採
ら
れ

る
の
は
こ
れ
が
最
初
の
例
と
い
う
。

②

こ
れ
や
さ
は

｢

こ
れ
や
さ
は｣
を
初
句
に
据
え
た
用
例
に

｢

こ
れ
や
さ
は
あ
き
の
は
つ
か
ぜ
た
な
ば
た
の
雲
の
こ
ろ
も
も

ふ
き
た
た
る
ま
で｣

(『

出
羽
弁
集』)
な
ど
が
あ
る
。｢

第
一
句
に

｢

こ
れ
や
さ
は｣

と
感
動
的
な
句
を
お
く
こ
と
は
、
誰
が
始
め

た
か
知
れ
な
い
が
、
こ
の
時
代
及
び
そ
れ
以
後
に
頻
り
に
用
い
ら
れ
た
新
し
い
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た｣

と
い
う

(『

平
安
朝
歌
合

大
成』

一
六
八)

。

③

関
の
清
水
に
か
げ
見
ゆ
と

萩
谷
氏
は

｢

逢
坂
の
関
の
清
水
に
か
げ
見
え
て
今
や
ひ
く
ら
む
望
月
の
駒｣

(『

拾
遺
和
歌
集』

巻
三

秋
歌

紀
貫
之
、『

古
今
和
歌
六
帖』

巻
一
、『

貫
之
集』)

を
本
歌
と
し
て
指
摘
す
る

(『

平
安
朝
歌
合
大
成』

一
六
八)

。

【
現
代
語
訳
】

こ
れ
が
そ
れ
で
は
、(

か
の
貫
之
の
歌
で)

逢
坂
の
関
の
湧
き
水
に
映
っ
た
姿
が
見
え
る
と
以
前
か
ら
聞
い
て
い
た
駒
の
足
並
み
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な
の
で
す
ね
。右

左
衛
門

�
①

逢
坂
の
関
の
清
水
に
ひ
く
駒
は
②

今
宵
や
か
げ
を
う
つ
し
そ
む
ら
ん

【
語
釈
】

①

逢
坂
の
関
の
清
水
に

萩
谷
氏
は

｢

逢
坂
の
関
の
清
水
に
か
げ
見
え
て
今
や
ひ
く
ら
む
望
月
の
駒｣

(『

拾
遺
和
歌
集』

巻
三

秋
歌

紀
貫
之
、『

古
今
和
歌
六
帖』

巻
一
、『

貫
之
集』)

を
本
歌
と
し
て
指
摘
す
る

(『

平
安
朝
歌
合
大
成』

一
六
八)

。

②

今
宵
や

前
掲
の
貫
之
の
歌
や
、
後
世
の
例
で
は
あ
る
が

｢

あ
づ
ま
ぢ
を
は
る
か
に
出
づ
る
望
月
の
駒
に
今
宵
や
あ
ふ
さ
か

の
関｣

(『

金
葉
和
歌
集』

巻
三

秋
歌

源
仲
正)

な
ど
の
よ
う
に
、｢

駒
迎
へ｣

は
夜
と
結
び
つ
け
て
詠
ま
れ
る
。『

西
宮
記』

(

臨
時
六

次
将
事

駒
迎
事)

や

『
北
山
抄』

(

巻
九

羽
林
抄

分
取
諸
牧
御
馬
事)

に
よ
る
と
、
駒
牽
の
前
日
に
馬
の
到
着

が
近
衛
府
に
報
告
さ
れ
、
当
日
の
早
朝
、
官
人
が
馬
を
迎
え
に
行
っ
た
と
い
う
。

【
現
代
語
訳
】

牽
か
れ
て
き
た
駒
は
、
逢
坂
の
関
の
湧
き
水
に
今
夜
そ
の
姿
を
映
し
は
じ
め
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
番
い
は

｢

持｣

と
な
っ
て
い
る
が
、｢

鹿｣

題
同
様
、
左
右
共
に
紀
貫
之
の
歌
を
も
と
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

似
通
っ
た
歌
と
な
り
、
優
劣
の
判
定
が
難
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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霧

左

宣
旨

�

絶
え
間
な
く
①

八
重
立
つ
霧
に
②

む
せ
び
つ
つ
心
晴
れ
せ
ぬ
③

秋
の
山
里

【
語
釈
】

①

八
重
立
つ
霧
に

『

狭
衣
物
語』

巻
三
の

｢

ま
だ
知
ら
ぬ
暁
露
に
お
き
別
れ
八
重
た
つ
霧
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な｣

(

狭
衣)

に

つ
い
て
、
萩
谷
氏
は
当
該
歌
か
ら

｢

修
辞
表
現
を
学
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る｣

と
指
摘
し
て
い
る

(『

平
安
朝
歌
合
大
成』

一
六

八)

。

②

む
せ
び
つ
つ

｢

む
せ
ぶ｣

は
こ
こ
で
は
む
せ
び
泣
く
の
意
で
採
っ
た
。｢

霧｣

と
の
取
り
合
わ
せ
は
、『

和
漢
朗
詠
集』

入

集
の
漢
詩(｢

咽
�

霧
山
鶯
啼
尚
少

穿
�

砂
蘆
笋
葉
纔
分｣

元
�)

に
見
え
る
が
、
和
歌
で
は
同
時
代
以
前
の
用
例
は
管
見
に
入
っ

た
限
り
な
い
。

③

秋
の
山
里

秋
は
何
か
と
物
思
い
す
る
季
節
で
あ
る
が
、
寂
寥
感
の
強
い

｢

山
里｣

に
あ
っ
て
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
参
考
歌

｢

な
に
し
か
ば
人
も
来
て
み
ん
い
と
ど
し
く
物
思
ひ
ま
さ
る
秋
の
山
里｣

(『

後
拾
遺
和
歌
集』

巻
四

秋
歌
上

和

泉
式
部)

【
現
代
語
訳
】

絶
え
間
な
く
幾
重
に
も
立
つ
霧

(

に
閉
ざ
さ
れ
た
寂
し
さ)

に
む
せ
び
泣
い
て
、
心
が
晴
れ
る
こ
と
の
な
い
秋
の
山
里
で
す
よ
。
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右
勝

武
蔵

�
①

霧
晴
れ
ぬ
空
を
な
が
め
て
秋
の
夜
の
ま
だ
明
け
ぬ
間
と
思
ひ
け
る
か
な

【
語
釈
】

①

霧
晴
れ
ぬ
空
を
な
が
め
て

｢

月｣

を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、｢

夜
も
す
が
ら
空
す
む
月
を
な
が
む
れ
ば
秋
は
明
く
る
も
知

ら
れ
ざ
り
け
り｣

(『

後
拾
遺
和
歌
集』

巻
四

秋
歌
上

堀
川
右
大
臣)

と
同
趣
。

【
現
代
語
訳
】

霧
の
晴
れ
な
い
空
を
眺
め
て
い
る
と
、
秋
の
夜
が
ま
だ
明
け
な
い
時
間
帯
だ
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。

左
宣
旨
の
歌
は

｢

霧｣

に

｢

む
せ
ぶ｣
と
い
う
結
び
つ
け
が
独
特
で
あ
る
が
、
そ
れ
故
歌
意
が
取
り
に
く
い
。
一
方
、
右
の
武
蔵

詠
は
決
し
て
巧
み
な
歌
で
は
な
い
が
、
直
叙
的
な
詠
み
ぶ
り
で
意
を
取
り
や
す
い
。
理
解
の
し
や
す
さ
が
影
響
し
、｢

右
勝｣

と
の
判

に
な
っ
た
か
。
あ
る
い
は
、
宣
旨
詠
の

｢

む
せ
ぶ｣
と
い
う
表
現
が
陰
鬱
と
取
ら
れ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
平
安
時
代
の
歌
合

で
は
、
不
吉
な
歌
、
陰
気
な
歌
は
好
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う

(『

平
安
朝
歌
合
大
成』

第
四
章
第
二
節
参
照)

。

①

秋
田

左

中
務

�

山
田
守
る
賎
の
庵
に
は
②

秋
風
に
な
び
く
音
を
や
③

刈
る
と
聞
く
ら
ん

106



【
語
釈
】

①

秋
田

秋
の
、
稲
の
実
っ
た
田
の
こ
と
。

②

秋
風
に
な
び
く
音
を
や

草
木
が
風
に
な
び
く
音
と
し
て
解
し
た
。

③

刈
る
と
聞
く
ら
ん

田
を
守
る
た
め
に
音
に
対
し
て
敏
感
に
な
っ
て
お
り
、
風
に
吹
か
れ
た
草
木
が
立
て
る
音
が
稲
を
盗
み

刈
り
取
ら
れ
る
音
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。

【
現
代
語
訳
】

山
近
く
の
田
の
番
を
す
る
身
分
の
低
い
も
の
の
小
屋
で
は
、
秋
風
に
な
び
く
草
木
の
音
を
稲
を
刈
る
音
と
錯
覚
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

右
勝

讃
岐

�

秋
深
き
①

山
田
守
る
男
の
②

心
に
は
③

め
づ
ら
し
げ
な
き
寝
ぬ
夜
な
る
ら
ん

【
語
釈
】

①

山
田
守
る

｢

山
田｣

と
い
う
語
は
、『

古
今
和
歌
集』
の

｢

朝
露
の
お
く
て
の
山
田
か
り
そ
め
に
う
き
世
の
中
を
思
ひ
ぬ
る

か
な｣
(

巻
十
七

哀
傷
歌

紀
貫
之)

な
ど
の
よ
う
に
わ
び
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
但

し
、
�
子
内
親
王
家
で
は
、｢

昨
日
ま
で
か
へ
る
山
田
と
み
し
ほ
ど
に
苗
代
水
は
影
澄
み
に
け
り｣

｢

小
山
田
の
賎
の
男
ど
も
は
い

つ
し
か
と
ま
づ
苗
代
の
急
ぎ
を
ぞ
す
る｣

(｢

永
承
五
年
二
月
三
日
庚
申

六
条
斎
院
�
子
内
親
王
歌
合｣

題
苗
代)

や
本
歌
合

�
中
務
歌
、
当
該
歌
を
見
る
限
り
、
わ
び
し
さ
と
は
あ
ま
り
関
係
の
な
い
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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②

心
に
は

内
心
で
は
。
傍
目
か
ら
見
る
と
寝
ず
の
番
は
つ
ら
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
稲
を
守
ろ
う
と
い
う
男
に
と
っ
て

は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
意
。

③

め
づ
ら
し
げ
な
き

｢

め
づ
ら
し
げ
な
し｣

は
珍
し
く
も
な
い
、
い
つ
も
、
の
意
。
貴
族
社
会
に
生
き
る
人
に
と
っ
て
寝
ず

に
過
ご
す
夜
と
い
う
の
は
庚
申
の
夜
く
ら
い
し
か
な
く
、｢

め
づ
ら
し｣

い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
自
分
た
ち
の
生
活
と
の

対
比
で

｢
寝
ぬ
夜｣

を

｢

め
づ
ら
し
げ
な
き｣

と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

秋
の
深
ま
っ
た
山
近
く
の
田
の
番
を
す
る
男
の
気
持
ち
と
し
て
は
、
珍
し
く
も
な
い
寝
る
こ
と
の
な
い

(

＝
寝
ず
の
番
を
す
る)

夜
な
の
で
し
ょ
う
。

左
の
中
務
詠
は
、
草
木
の
音
を
稲
を
盗
み
刈
り
取
る
音
に
聞
き
な
し
て
い
る
点
で

｢

田｣

に
繋
が
る
が
、｢

秋
風｣

と
詠
ん
で
お

り｢

秋
田｣

題
か
ら
幾
分
離
れ
て
い
る
。
一
方
、
右
讃
岐
の
歌
は｢

秋
深
き
山
田｣

と
直
接｢

田｣

と
結
び
つ
く
形
で
詠
ん
で
い
る
。

讃
岐
詠
の
方
が
題
に
則
し
た
歌
で
あ
る
と
し
て

｢

右
勝｣
と
判
じ
ら
れ
た
か
。

①

衣
う
つ左

勝

美
作

�

唐
衣
打
ち
明
か
す
な
り
秋
風
の
②

う
ら
め
づ
ら
し
く
吹
き
し
宵
よ
り
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【
語
釈
】

①

衣
う
つ

衣
の
つ
や
を
出
し
た
り
柔
ら
か
く
し
た
り
す
る
た
め
に
砧
で
叩
く
こ
と
を
い
う
。｢

擣
衣｣

と
し
て
詩
題
に
も
な
っ

て
お
り
、
特
に
白
楽
天
の

｢

八
月
九
月
正
長
夜

千
声
万
声
無
了
時｣

は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、『

源
氏
物
語』

に
も
引
用
さ
れ

て
い
る
。

②

う
ら
め
づ
ら
し
く

｢

う
ら
め
づ
ら
し｣

は
な
ん
と
な
く
珍
し
く
感
じ
る
こ
と
、
清
新
な
感
じ
が
し
て
心
惹
か
れ
る
こ
と
を

い
う
。
夏
風
か
ら
秋
風
へ
の
変
化
を
感
じ
取
っ
た
こ
と
を
表
現
し
た
語
。
ま
た
、｢

う
ら｣

は
接
頭
語
の

｢

う
ら｣

と

｢

裏｣

の

掛
詞
。
夏
の
間
着
用
す
る
単
衣
と
違
い
、
秋
に
着
る
袷
に
は
裏
地
が
あ
る
。
風
だ
け
で
な
く
衣
服
の
変
化
を
も
意
識
さ
せ
る
表
現
。

ま
た
、｢

裏｣

は

｢(

唐)
衣｣

の
縁
語
。
参
考
歌

｢

吾
が
背
子
が
衣
の
裾
を
吹
き
返
し
う
ら
め
づ
ら
し
き
秋
の
初
風｣

(『

古
今
和

歌
集』

巻
四

秋
歌
上

よ
み
人
し
ら
ず)

【
現
代
語
訳
】

(

冬
支
度
の
た
め
に)

唐
衣
を
打
っ
て
夜
を
明
か
す
よ
う
で
す
ね
、
秋
の
初
風
に
吹
か
れ
て
袷
の
裏
地
が
珍
し
く
感
じ
ら
れ
る
宵

か
ら
。

右

式
部

�

聞
く
人
も
起
き
明
か
す
か
な
①

夜
も
す
が
ら
打
つ
②

狭
衣
に
目
の
み
醒
め
つ
つ
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【
語
釈
】

①

夜
も
す
が
ら

｢

み
吉
野
の
山
の
秋
風
さ
夜
更
け
て
ふ
る
さ
と
寒
く
衣
う
つ
な
り｣

(『

新
古
今
和
歌
集』

巻
五

秋
歌
下

藤
原
雅
経)

な
ど
、｢

衣
を
う
つ｣

こ
と
は
夜
通
し
行
う
こ
と
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
る
。

②

狭
衣
に

｢

狭
衣｣

の
語
は

｢

人
妻
に
言
ふ
は
誰
が
こ
と
狭
衣
の
こ
の
紐
解
け
と
言
ふ
は
誰
が
こ
と｣

(『

万
葉
集』

巻
十
二)

な
ど
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
六
条
斎
院
�
子
内
親
王
家
の
宣
旨
の
手
に
よ
る
と
言
わ
れ
る『

狭
衣
物
語』

の
物
語
名
は
、
主
人
公
・

狭
衣
大
将
の
詠
歌

｢

い
ろ
い
ろ
に
重
ね
て
は
着
じ
人
知
れ
ず
思
ひ
そ
め
て
し
夜
半
の
狭
衣｣

(

巻
一)

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

聞
く
人
も
夜
通
し
起
き
て
い
る
の
で
す
ね
、
一
晩
中
衣
を
打
っ
て
い
る
音
に
目
が
す
っ
か
り
醒
め
て
し
ま
っ
て
。

両
者
と
も
同
じ
よ
う
な
情
景
を
詠
ん
で
い
る
が
、
右
の
式
部
詠
が
平
板
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
の
に
対
し
、
左
の
美
作
の
歌
は
掛
詞
・

縁
語
を
用
い
た
巧
み
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、｢

左
勝｣

と
判
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
歌
合
で
は

｢

鴫｣
｢

鹿｣
｢

駒
迎
へ｣

と
、
同
じ
和
歌
を
本
歌
と
し
た
と
思
し
き
番
い
が
複
数
見
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
同
一
の

材
料

(

和
歌)

を
ど
う
詠
み
換
え
る
か
と
い
う
よ
う
な
試
み
を
意
識
的
に
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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