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三
十
六
歌
仙
絵
に
お
け
る
和
歌

―
業
兼
本
が
目
指
し
た
も
の
―

寺
島　

恒
世

は
じ
め
に

　

歌
仙
絵
研
究
を
先
導
さ
れ
た
森
暢
氏
は
、
三
十
六
歌
仙
絵
の
性
格
と
歴

史
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
総
括
さ
れ
て
い
た
。

　

歌
仙
絵
の
面
白
さ
は
歌
道
の
発
展
に
つ
れ
て
生
れ
た
流
行
の
上
に

あ
り
、
そ
れ
な
る
が
故
に
さ
ま
ざ
ま
な
歌
仙
絵
が
生
れ
、
絵
と
書
と

歌
と
の
調
和
の
上
に
独
自
の
世
界
を
開
い
て
い
る
。
三
十
六
歌
仙
絵

が
そ
の
後
の
各
時
代
に
描
か
れ
、
狩
野
土
佐
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る

流
派
の
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
歌
を
背
景
に

す
る
と
は
い
え
、
絵
と
書
と
歌
の
世
界
に
深
い
興
味
を
い
だ
い
た
か

ら
で
あ
り
、
歌
仙
絵
に
は
国
民
絵
画
と
も
い
う
べ
き
性
格
と
歴
史
と

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（『
歌
合
絵
の
研
究　

歌
仙
絵
』
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
）

　
「
絵
と
書
と
歌
と
の
調
和
」
を
具
体
的
に
解
き
明
か
す
こ
と
は
、

三
十
六
歌
仙
絵
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
巻
子
本
・
冊
子
本
・
画
帖
等
、
書

物
の
形
態
を
問
わ
ず
、
絵
と
と
も
に
歌
が
書
き
記
さ
れ
る
秀
歌
撰
の
研
究

に
必
須
と
な
る
課
題
に
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
角
度
の
異
な
る
ア
プ
ロ
ー

チ
は
複
数
の
専
門
に
関
わ
り
、
説
得
的
な
解
明
を
行
う
の
は
容
易
で
は
な

く
、
理
想
に
向
け
た
実
践
は
必
ず
し
も
進
展
し
て
は
こ
な
か
っ
た
。
よ
う

や
く
近
年
、
三
十
六
歌
仙
絵
に
お
け
る
絵
と
歌
の
相
関
を
め
ぐ
る
考
察
が

な
さ
れ
始
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る（

１
）。

　

先
に
稿
者
は
、
佐
竹
本
と
と
も
に
業
兼
本
・
俊
忠
本
等
の
三
十
六
歌
仙

絵
や
扁
額
歌
仙
絵
を
取
り
上
げ
て
、
主
と
し
て
書
の
面
か
ら
絵
と
歌
と
の

関
係
を
め
ぐ
る
課
題
に
つ
き
、
い
さ
さ
か
の
検
討
を
試
み
た
。
特
に
、「
時

代
不
同
歌
合
絵（

２
）」
と
の
先
後
関
係
の
認
定
で
説
が
分
か
れ
る
業
兼
本
に
つ

き
、
他
本
に
増
し
て
歌
合
形
式
の
左
右
対
比
へ
の
関
心
を
強
く
有
す
る
本

作
が
、
書
式
で
も
「
時
代
不
同
歌
合
絵
」
を
意
識
し
、
そ
の
性
格
を
受
け

継
ぐ
と
認
め
う
る
こ
と
を
論
じ
た（

３
）。
そ
の
選
歌
に
お
い
て
も
『
時
代
不
同

歌
合
』
と
の
一
致
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
の
よ
う
な
判
断

を
下
し
た
。

　
（
業
兼
本
の
）
歌
合
へ
の
志
向
は
、
単
に
形
を
整
え
る
た
め
で
は
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な
く
、
二
首
を
番
え
て
味
わ
う
興
趣
を
求
め
た
編
纂
の
動
機
に
由
来

し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

例
え
ば
、
上
下
巻
の
各
冒
頭
に
置
か
れ
た
人
麿
と
貫
之
の
歌
は
、

　
　

た
つ
た
が
は
も
み
ぢ
ば
な
が
る
神
な
び
の

　
　
　
　

御
室
の
や
ま
に
時
雨
ふ
る
ら
し　
　
　

人
丸

　
　

む
す
ぶ
て
の
し
づ
く
に
に
ご
る
山
の
井
の

　
　
　
　

あ
か
で
も
人
に
わ
か
れ
ぬ
る
か
な　
　

貫
之

と
い
う
、
と
も
に
『
時
代
不
同
歌
合
』
を
典
拠
と
す
る
歌
で
、
水
の

イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
つ
つ
、
内
容
は
自
然
と
人
事
に
対
比
さ
れ
る
二

首
で
あ
る
。
こ
れ
を
番
い
と
し
て
併
せ
読
め
ば
、「
時
雨
」「
し
づ
く
」

「
山
の
井
」
等
か
ら
涙
が
連
想
さ
れ
、
以
て
貫
之
歌
が
詠
む
別
れ
の

悲
哀
は
増
幅
し
、
人
麿
歌
の
「
も
み
ぢ
ば
」
か
ら
は
そ
の
涙
の
紅
色

も
暗
示
さ
れ
て
、
重
ね
る
味
読
が
情
感
を
深
め
る
仕
組
み
と
な
っ
て

い
る
。（
中
略
）
そ
れ
は
、
踏
ま
え
た
『
時
代
不
同
歌
合
』
が
二
首

の
番
い
に
腐
心
し
た
編
集
を
な
す
こ
と
を
受
け
た
も
の
と
思
し
く
、

業
兼
本
の
編
集
は
、
佐
竹
本
と
は
大
き
く
異
な
り
、
組
み
合
わ
せ
の

妙
を
重
視
し
て
い
た
。『
時
代
不
同
歌
合
』
を
踏
ま
え
つ
つ
、
独
自

に
二
首
を
番
え
よ
う
と
す
る
意
識
が
、
書
式
の
左
右
の
対
称
性
を
強

め
る
た
め
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
土
屋
貴
裕
氏
に
よ
り
、「
時
代
不
同
歌
合
絵
」
が
詳
し
く
検

討
さ
れ
、
そ
の
価
値
と
と
も
に
三
十
六
歌
仙
絵
に
先
行
す
る
と
解
す
べ
き

こ
と
が
詳
述
さ
れ
た（

４
）。
か
く
し
て
業
兼
本
の
研
究
は
〈
絵
〉
を
中
心
に
解

明
が
着
実
に
進
み
、〈
書
〉
に
つ
い
て
も
一
通
り
そ
の
性
格
を
辿
り
う
る

の
に
対
し
、〈
歌
〉
に
関
し
て
は
、な
お
検
討
す
べ
き
課
題
を
残
し
て
い
る
。

右
の
拙
考
も
、『
時
代
不
同
歌
合
』
と
重
な
る
歌
を
中
心
と
し
た
考
察
で
、

全
歌
の
徹
し
た
分
析
に
基
づ
い
て
お
ら
ず
、
選
歌
に
際
し
て
参
照
さ
れ
た

可
能
性
を
持
つ
資
料
と
の
関
係
の
解
明
も
な
お
不
十
分
で
あ
る）

5
（

。

　

本
稿
で
は
、
業
兼
本
の
和
歌
に
つ
き
、
選
歌
と
と
も
に
番
い
を
な
す
二

首
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
以
て
三
十
六
歌
仙
絵
と
し
て
の
本
作
の
性
格

を
見
極
め
て
み
た
い
。

一　

業
兼
本
の
選
歌

　
「
国
民
絵
画
」
と
称
す
べ
き
豊
饒
な
展
開
を
見
せ
る
歌
仙
絵
作
品
は
、

所
収
歌
も
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
森
暢
氏
が
三
十
六

歌
仙
絵
の
佐
竹
本
以
下
九
種
の
伝
本
、
及
び
扁
額
歌
仙
絵
の
白
山
神
社
本

以
下
七
種
の
伝
本
の
和
歌
に
つ
き
、
そ
の
全
貌
を
比
較
さ
れ
（
先
掲
書
）、

佐
藤
恒
雄
氏
が
香
川
県
に
伝
来
す
る
扁
額
歌
仙
絵
の
八
伝
本
の
和
歌
を
紹

介
さ
れ
、
森
氏
紹
介
の
七
本
を
含
め
た
全
体
を
対
象
に
検
討
を
な
さ
れ
て

い
る）

6
（

。

　

こ
れ
ら
和
歌
一
首
を
扱
う
一
首
歌
仙
本
の
諸
本
に
つ
き
、
そ
の
形
態
を

検
討
さ
れ
た
新
藤
協
三
氏
は
、「
厖
大
な
数
の
組
合
せ
」
が
想
定
さ
れ
る

諸
種
の
う
ち
、
所
収
の
全
歌
を
等
し
く
す
る
伝
本
が
複
数
存
在
す
る
も
の

を
対
象
と
し
て
、
六
つ
の
形
態
に
分
類
で
き
る
こ
と
を
導
か
れ
た）

7
（

。

　

諸
氏
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
業
兼
本
の
歌
の
採
用
と
そ
れ
が
意
味
す

る
も
の
を
考
え
て
み
よ
う
。
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ア

業
兼
本
の
本
文

　

業
兼
本
は
、
諸
所
に
断
簡
が
伝
わ
る
も
の
の
完
本
は
伝
存
せ
ず
、
研
究

は
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
住
吉
家
伝
来
の
模
本
に
よ
り
進
め
ら
れ
て
き
た
。

　

そ
の
書
式
は
前
半
の
左
方
歌
人
は
絵
に
続
い
て
歌
人
名
と
歌
が
二
行
書

き
で
示
さ
れ
、
後
半
の
右
方
歌
人
は
歌
人
名
と
歌
の
次
に
絵
が
描
か
れ
て

お
り
、
各
歌
人
の
肩
に
左
右
と
番
数
が
注
記
さ
れ
る
。
前
後
半
の
各
冒
頭

を
図
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
り
、
人
麿
の
絵
は
巻
軸
方
向
を
向
き
、
貫

之
は
巻
頭
方
向
を
向
く
姿
で
描
か
れ
て
、
そ
の
絵
と
歌
が
記
さ
れ
る
書
式

と
に
よ
り
、
相
互
に
相
手
方
と
向
き
合
う
対
称
の
形
を
な
す
の
で
あ
る
。

　

相
向
き
合
う
歌
人
た
ち
の
歌
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

左
一　
　

人
丸　
　
　

た
つ
た
か
は
も
み
ち
は
な
か
る
神
な
ひ
の
御
室
の

や
ま
に
時
雨
ふ
る
ら
し

左
二　
　

躬
恒　
　
　

す
み
よ
し
の
ま
つ
を
秋
か
せ
ふ
く
か
ら
に
こ
ゑ
う

ち
そ
ふ
る
お
き
つ
し
ら
な
み

左
三　
　

家
持
卿　
　

か
さ
ゝ
き
の
わ
た
せ
る
は
し
に
お
く
し
も
の
し
ろ

き
を
み
れ
は
夜
そ
ふ
け
に
け
る

左
四　
　

業
平
朝
臣　

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
わ
か
み
ひ

と
つ
は
も
と
の
み
に
し
て

左
五　
　

素
性　
　
　

い
ま
こ
む
と
い
ひ
し
は
か
り
に
な
か
つ
き
の
あ
り

あ
け
の
月
を
ま
ち
い
て
つ
る
か
な

左
六　
　

猿
丸
大
夫　

お
く
や
ま
に
も
み
ち
ふ
み
わ
け
な
く
し
か
の
こ
ゑ

き
く
と
き
そ
秋
は
か
な
し
き

左
七　
　

兼
輔
卿　
　

人
の
を
や
の
こ
ゝ
ろ
は
や
み
に
あ
ら
ね
と
も
こ

を
ゝ
も
ふ
み
ち
に
ま
よ
ひ
ぬ
る
か
な

左
八　
　

敦
忠
卿　
　

今
日
そ
へ
に
く
れ
さ
ら
め
や
は
と
お
も
へ
と
も
た

え
ぬ
は
人
の
こ
ゝ
ろ
な
り
け
り

左
九　
　

公
忠
朝
臣　

よ
ろ
つ
よ
も
猶
こ
そ
あ
か
ね
き
み
か
た
め
い
の
る

こ
ゝ
ろ
の
か
き
り
な
け
れ
は

左
十　
　

斎
宮
女
御　

こ
と
の
ね
に
み
ね
の
ま
つ
か
せ
か
よ
ふ
ら
し
い
つ

れ
の
を
よ
り
し
ら
へ
そ
め
け
む

向き←

ふ
る
ら
し

向き→
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左
十
一　

敏
行
朝
臣　

す
み
の
え
の
き
し
に
よ
る
な
み
よ
る
さ
へ
や
夢
の

か
よ
ひ
ち
人
め
よ
く
ら
む

左
十
二　

宗
于
朝
臣　

と
き
は
な
る
ま
つ
の
み
と
り
も
春
く
れ
は
い
ま
ひ

と
し
ほ
の
い
ろ
ま
さ
り
け
り

左
十
三　

清
正　
　
　

ね
の
ひ
し
に
し
め
つ
る
の
へ
の
ひ
め
こ
ま
つ
ひ
か

て
や
ち
よ
の
か
け
を
ま
た
ま
し

左
十
四　

興
風　
　
　

う
ら
ち
か
く
ふ
り
く
る
雪
は
し
ら
な
み
の
す
ゑ
の

ま
つ
山
こ
す
か
と
そ
み
る

左
十
五　

是
則　
　
　

か
け
さ
へ
に
い
ま
は
と
き
く
の
う
つ
ろ
ふ
は
な
み

の
そ
こ
に
も
し
も
や
お
く
ら
ん

左
十
六　

小
大
君　
　

た
な
は
た
に
か
し
つ
と
お
も
ひ
し
あ
ふ
こ
と
を
そ

の
よ
な
き
な
の
た
ち
に
け
る
か
な

左
十
七　

能
宣
朝
臣　

ち
と
せ
ま
て
か
き
れ
る
松
も
今
日
よ
り
は
き
み
に

ひ
か
れ
て
よ
ろ
つ
よ
や
へ
む

左
十
八　

兼
盛　
　
　

し
の
ふ
れ
と
い
ろ
に
て
に
け
り
わ
か
こ
ひ
を
物
や

お
も
ふ
と
人
の
と
ふ
ま
て

右
一　
　

貫
之　
　
　

む
す
ふ
て
の
し
つ
く
に
に
こ
る
山
の
井
の
あ
か
て

も
人
に
わ
か
れ
ぬ
る
か
な

右
三　
　

赤
人　
　
　

わ
か
の
う
ら
に
し
ほ
み
ち
く
れ
は
か
た
を
な
み
あ

し
へ
を
さ
し
て
た
つ
な
き
わ
た
る

右
二　
　

伊
勢　
　
　

お
も
ひ
川
た
え
す
な
か
る
ゝ
水
の
あ
は
の
う
た
か

た
人
に
あ
は
て
き
え
め
や

右
四　
　

遍
昭　
　
　

す
ゑ
の
露
も
と
の
し
つ
く
や
よ
の
中
の
を
く
れ
さ

き
た
つ
た
め
し
な
る
ら
む

右
五　
　

友
則　
　
　

秋
か
せ
に
は
つ
か
り
の
ね
そ
き
こ
ゆ
な
る
た
か
た

ま
つ
さ
を
か
け
て
き
つ
ら
む

右
六　
　

小
町　
　
　

は
な
の
い
ろ
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
つ
ら
に
わ

か
み
よ
に
ふ
る
な
か
め
せ
し
ま
に

右
八　
　

高
光　
　
　

か
く
は
か
り
へ
か
た
く
み
ゆ
る
よ
の
な
か
に
う
ら

や
ま
し
く
も
す
め
る
月
か
な

右
九　
　

忠
峯　
　
　

あ
り
あ
け
の
つ
れ
な
く
み
え
し
わ
か
れ
よ
り
あ
か

つ
き
は
か
り
う
き
物
は
な
し

右
十　
　

頼
基　
　
　

ひ
と
ふ
し
に
ち
よ
を
こ
め
た
る
た
け
な
れ
は
つ
く

と
も
つ
き
し
君
か
よ
は
ひ
は

右
十
一　

重
之　
　
　

な
つ
か
り
の
た
ま
え
の
あ
し
を
ふ
み
し
た
き
む
れ

ゐ
る
と
り
の
た
つ
そ
ら
そ
な
き

右
十
二　

信
明
朝
臣　

あ
た
ら
よ
の
月
と
は
な
と
を
ゝ
な
し
く
は
あ
は
れ

し
れ
ら
む
人
に
み
せ
は
や

右
十
三　

順　
　
　
　

み
つ
の
お
も
に
て
る
つ
き
な
み
を
か
そ
ふ
れ
は
こ

よ
ひ
そ
秋
の
も
な
か
な
り
け
る

右
十
四　

元
輔　
　
　

あ
き
の
ゝ
の
は
き
の
に
し
き
を
わ
か
や
と
に
し
か

の
ね
な
か
ら
う
つ
し
て
し
か
な

右
十
五　

元
真　
　
　

あ
さ
み
と
り
み
た
れ
て
な
ひ
く
あ
を
や
き
の
い
と

を
は
春
の
か
せ
や
よ
る
ら
ん

右
十
六　

仲
文　
　
　

あ
り
あ
け
の
月
の
ひ
か
り
を
ま
つ
ほ
と
に
わ
か
よ

の
い
た
く
ふ
け
に
け
る
か
な

右
十
七　

忠
見　
　
　

ね
の
ひ
す
る
の
へ
に
こ
ま
つ
の
な
か
り
せ
は
ち
よ

の
た
め
し
に
な
に
を
ひ
か
ま
し



― 7 ―

右
十
八　

中
務　
　
　

い
そ
の
か
み
ふ
る
き
み
や
こ
を
き
て
み
れ
は
む
か

し
か
さ
し
し
は
な
さ
き
に
け
り

イ

選
歌
の
資
料

　

一
巻
本
形
式
の
模
本
の
本
文
は
、
右
方
の
二
人
目
と
三
人
目
（
赤
人
と

伊
勢
）
が
、
注
記
か
ら
分
か
る
通
り
、
逆
に
位
置
し
、
ま
た
七
番
右
に
あ

る
べ
き
朝
忠
を
絵
と
と
も
に
欠
い
て
、
全
三
十
五
首
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に

つ
き
、「
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
」、
藤
原
公
任
撰
『
三
十
六
人
撰
』、
藤

原
俊
成
撰
と
さ
れ
て
き
た
『
三
十
六
人
歌
合
』、「
広
本
三
十
六
人
歌
合
」、

及
び
『
時
代
不
同
歌
合
』
所
収
歌
と
対
比
し
て
み
よ
う
。

　

藤
原
公
任
が
撰
ん
だ
『
三
十
六
人
撰
』
は
、
周
知
の
通
り
『
三
十
六
人

歌
合
』
と
も
称
さ
れ
る
三
十
六
歌
仙
作
品
の
源
流
と
な
る
秀
歌
撰
で
、
冒

頭
の
人
麿
・
貫
之
、
躬
恒
・
伊
勢
と
末
尾
の
兼
盛
・
中
務
の
三
組
六
名
が

各
十
首
、
そ
の
他
の
歌
人
が
各
三
首
採
用
さ
れ
、
総
計
は
一
五
〇
首
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
近
衛
尚
通
に
よ
り
藤
原
俊
成
の
撰
と
認
定
さ
れ
た

『
三
十
六
人
歌
合
』
は
、
す
べ
て
の
歌
人
各
三
首
、
計
一
〇
八
首
か
ら
な

り
、
公
任
本
の
ほ
ぼ
三
分
の
二
が
新
歌
に
差
し
替
え
ら
れ
て
い
る
。「
広

本
三
十
六
人
歌
合
」
と
は
、
そ
の
公
任
本
の
歌
と
俊
成
本
で
差
し
替
え

ら
れ
た
新
歌
を
併
せ
た
形
の
も
の
で
、
伝
本
に
よ
り
小
異
を
有
す
る
が
、

二
〇
〇
首
を
超
え
る
規
模
の
集
成
本
で
あ
る
。『
時
代
不
同
歌
合
』
は
既

述
の
通
り
、
後
鳥
羽
院
撰
の
三
〇
〇
首
で
あ
る
。

　

な
お
、
元
来
二
巻
構
成
の
歌
合
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、

次
表
の
掲
出
は
番
い
ご
と
に
左
右
を
並
べ
る
形
と
し
、
引
用
す
る
和
歌
本

文
・
作
者
名
の
表
記
は
私
意
に
改
め
る
（
以
下
同
じ
）。

む
す
ぶ
手
の

〔佐＝佐竹本、公＝公任本、広＝広本、俊＝俊成本、時＝時代不同歌合〕
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ウ

業
兼
本
と
先
行
秀
歌
撰
の
関
係

　

右
の
デ
ー
タ
か
ら
ま
ず
気
付
か
さ
れ
る
の
は
、
業
兼
本
の
和
歌
の
佐
竹

本
所
収
歌
と
の
差
異
で
あ
る
。
不
明
の
朝
忠
を
除
く
全
三
五
例
の
う
ち
、

一
致
す
る
の
は
○
印
を
付
す
一
二
例
に
過
ぎ
ず
、
全
歌
の
三
分
の
二
は
異

な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
佐
竹
本
の
歌
は
、
三
六
首
す
べ
て
が
次
段
の
公

任
本
収
載
歌
と
一
致
し
て
、
公
任
本
を
典
拠
と
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
に

対
し
、
業
兼
本
の
歌
は
、
表
示
の
通
り
、
×
印
の
歌
が
一
三
例
と
三
分
の

一
以
上
が
公
任
本
と
は
一
致
せ
ず
、
公
任
本
に
依
っ
て
選
歌
し
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
が
導
か
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
次
の
段
の
「
広
本
三
十
六
人
歌

合
」
の
歌
と
も
×
印
の
四
首
が
異
な
っ
て
お
り
、
新
藤
氏
が
分
類
さ
れ
た

六
形
態
の
諸
本
は
す
べ
て
広
本
の
和
歌
を
収
載
す
る
の
に
比
し
て
、
業
兼

本
の
独
自
性
が
確
認
さ
れ
る
。

　

そ
の
公
任
本
に
由
来
し
な
い
こ
と
を
典
型
的
に
示
す
冒
頭
部
分
に
注
目

す
れ
ば
、
人
麿
か
ら
家
持
に
至
る
五
歌
人
の
歌
は
、
い
ず
れ
も
俊
成
本
と

一
致
し
て
い
る
（
既
述
の
通
り
「
広
本
三
十
六
人
歌
合
」
は
公
任
本
と
俊

成
本
の
合
成
ゆ
え
、
こ
の
一
致
は
俊
成
本
に
基
づ
く
）。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
資
料
の
関
わ
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
業
兼
本
は
公
任
本

で
は
な
く
俊
成
本
を
念
頭
に
お
い
て
選
歌
し
た
も
の
、
と
言
え
そ
う
で
あ

る
。

　

た
だ
し
、
俊
成
本
は
そ
の
成
立
過
程
が
定
か
で
は
な
く
、
最
下
段
に
示

す
『
時
代
不
同
歌
合
』
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
俊
成
本
は
既

述
の
通
り
、
公
任
本
と
異
な
っ
て
、
一
歌
人
各
三
首
の
総
計
一
〇
八
首
の

作
で
あ
り
、
そ
の
三
六
歌
人
の
う
ち
二
四
名
が
『
時
代
不
同
歌
合
』
と
重

な
る
。
そ
の
同
一
歌
人
二
四
名
の
歌
、
全
七
二
首
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の

七
〇
首
が
両
作
に
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
な
襲
用
で
あ
り
、
こ

れ
ま
で
『
時
代
不
同
歌
合
』
が
俊
成
本
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
と
見
る
説

が
行
わ
れ
る
一
方
で
、そ
も
そ
も
俊
成
本
を
俊
成
撰
と
見
る
確
証
は
な
く
、

存
疑
と
す
る
見
方
も
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
課
題
に
つ
き
、
田
仲
洋
己
氏

は
詳
細
な
検
討
を
施
さ
れ
、
俊
成
本
は
俊
成
以
降
の
成
立
で
あ
り
、『
時

代
不
同
歌
合
』
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
と
論
じ
ら
れ
た）

8
（

。
説
得

的
な
こ
の
論
証
に
よ
り
、
俊
成
本
を
俊
成
撰
と
は
考
え
る
の
は
困
難
と

な
っ
た
。
し
か
も
、
俊
成
本
の
成
立
時
期
は
特
定
し
難
い
た
め
に
、
そ
の

業
兼
本
と
の
先
後
関
係
も
不
明
と
な
り
、
以
て
業
兼
本
と
『
時
代
不
同
歌

合
』
と
の
関
係
の
有
無
あ
る
い
は
度
合
い
も
確
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
本
論
冒
頭
に
述
べ
た
課
題
の
、
選
歌
に
際
し
て
参
照
さ
れ

た
可
能
性
を
持
つ
資
料
と
の
関
係
と
は
、
こ
れ
ら
資
料
の
関
わ
り
方
を
指

し
て
い
る
。

エ

業
兼
本
と
『
時
代
不
同
歌
合
』

　

業
兼
本
は
俊
成
本
と
『
時
代
不
同
歌
合
』
の
い
ず
れ
と
関
わ
る
の
か
、

右
の
デ
ー
タ
か
ら
推
定
さ
れ
る
こ
と
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
『
時
代
不
同
歌
合
』に
不
採
用
の
一
二
名（
斜
線
を
付
す
歌
人
）の
う
ち
、

朝
忠
を
除
く
一
一
名
に
お
い
て
、
猿
丸
・
高
光
・
頼
基
・
宗
于
・
清
正
・

仲
文
の
半
数
以
上
に
及
ぶ
六
名
の
歌
が
俊
成
本
と
一
致
し
て
い
る
。
従
っ

て
選
歌
は
俊
成
本
に
依
拠
し
た
結
果
と
一
見
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
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か
し
、
そ
の
す
べ
て
は
公
任
本
収
載
歌
と
も
一
致
し
て
い
る
た
め
、
基
づ

く
対
象
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
一
致
し
な
い
五
名
に
お

い
て
、
公
忠
・
小
大
君
・
忠
見
の
歌
は
公
任
本
と
一
致
し
、
興
風
・
元
真

は
い
ず
れ
と
も
一
致
し
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
選
歌
と
は
す
べ
て
編
者
固

有
の
思
惑
に
基
づ
く
た
め
、
数
量
的
な
割
合
を
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
も
の
の
、
こ
の
様
相
は
俊
成
本
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
と
は
考
え

に
く
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
業
兼
本
と
俊
成
本
の
相
関
を

窺
わ
せ
る
根
拠
は
一
切
存
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

で
は
、『
時
代
不
同
歌
合
』
と
の
関
係
は
ど
う
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
『
時
代
不
同
歌
合
』
と
同
一
の
歌
人
二
四
名
に
お
い
て
、
歌
が
一
致
す

る
の
は
○
印
を
付
す
一
五
名
、
別
歌
が
採
用
さ
れ
る
の
は
残
り
の
×
印

九
名
で
あ
る
。
そ
の
一
致
す
る
一
五
名
の
う
ち
の
九
名
（
人
麿
・
貫
之
・

躬
恒
・
伊
勢
・
家
持
・
業
平
・
忠
岑
・
重
之
・
兼
盛
）
は
、
公
任
本
ほ

か
の
「
三
十
六
人
歌
合
」
に
は
見
出
せ
な
い
『
時
代
不
同
歌
合
』
固
有

の
歌
と
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
共
通
歌
人
の
六
割
強
の
歌
が
一
致

し
、そ
の
六
割
が
他
作
に
は
な
い
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
れ
も
厳
密
に
は
論
拠
に
は
な
ら
な
い
も
の
の
、
独
自
歌
が
重
な
る
度
合

い
の
高
さ
を
偶
然
の
結
果
と
見
る
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
は
業
兼
本

の
歌
が
『
時
代
不
同
歌
合
』
に
基
づ
い
て
選
出
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ

と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
関
係
は
し
か
し
、
佐
竹
本
が
公
任
本
の
す
べ
て
を
踏
襲
し
、
俊
成

本
が
『
時
代
不
同
歌
合
』
と
の
共
通
歌
人
の
歌
七
十
二
首
中
、
七
十
首
を

そ
の
ま
ま
採
用
す
る
、
謂
わ
ば
盲
従
型
の
採
用
で
あ
る
こ
と
と
は
性
格
を

異
に
す
る
。
業
兼
本
の
各
歌
の
選
定
は
い
か
に
な
さ
れ
て
い
た
の
か
。
こ

こ
に
必
要
と
な
る
の
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
『
時
代
不
同
歌
合
』
に

基
づ
く
二
首
が
有
し
て
い
る
番
い
の
構
造
が
、『
時
代
不
同
歌
合
』
と
一

致
し
な
い
歌
を
扱
う
番
い
に
も
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
検
証
で
あ
る
。

二　

番
い
を
な
す
二
首
の
関
係

ア
『
時
代
不
同
歌
合
』
不
採
用
の
歌
人

　

そ
こ
で
『
時
代
不
同
歌
合
』
不
採
用
の
歌
人
の
歌
が
組
ま
れ
て
い
る
番

い
に
つ
き
、
猿
丸
・
敦
忠
・
宗
于
・
清
正
の
例
を
取
り
上
げ
、
二
首
の
関

わ
り
方
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

猿
丸
が
扱
わ
れ
る
六
番
は
、

奥
山
に
紅
葉
踏
み
分
け
鳴
く
鹿
の

　

声
聞
く
時
ぞ
秋
は
か
な
し
き
（
左
・
猿
丸
）

花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に

　

我
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
（
右
・
小
町
）

と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
扱
わ
れ
る
の
は
「
秋
」
の
「
紅
葉
」（
猿
丸
）

と
春
の
「
花
」（
小
町
）
で
あ
り
、「
か
な
し
き
」
秋
（
猿
丸
）
と
「
な
が
め
」

す
る
沈
鬱
な
春
（
小
町
）
の
、愁
い
に
満
ち
た
主
体
の
心
情
が
詠
ま
れ
る
。

比
べ
読
め
ば
、
春
秋
の
花
紅
葉
の
対
比
の
も
と
、
両
季
に
お
け
る
主
体
の

気
分
の
暗
さ
で
通
じ
合
う
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
相
関
を
見
出
す

な
ら
、
右
歌
の
「
花
の
色
」
か
ら
左
歌
の
紅
葉
の
色
が
（
紅
で
あ
れ
黄
で
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あ
れ
）
意
識
化
さ
れ
、左
歌
の
妻
問
い
に
「
鳴
く
鹿
」
の
声
が
、右
歌
の
「
な

が
め
」
に
暗
示
さ
れ
る
恋
ゆ
え
の
物
思
い
に
発
す
る
と
い
う
関
わ
り
が
導

か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

敦
忠
が
扱
わ
れ
る
八
番
は
、

今
日
そ
へ
に
暮
れ
ざ
ら
め
や
は
と
思
へ
ど
も

　

た
え
ぬ
は
人
の
心
な
り
け
り
（
左
・
敦
忠
）

か
く
ば
か
り
経
が
た
く
見
ゆ
る
世
の
中
に

　

羨
ま
し
く
も
す
め
る
月
か
な
（
右
・
高
光
）

と
、
左
が
後
朝
の
歌
と
し
て
日
中
の
耐
え
が
た
さ
を
詠
む
の
に
対
し
、
右

は
『
多
武
峯
少
将
物
語
』
で
名
高
い
高
光
の
歌
で
、
そ
の
出
家
時
の
感
懐

を
詠
む
。
恋
歌
・
雑
歌
で
異
な
る
両
歌
は
、
中
身
を
大
き
く
異
に
す
る
主

体
の
心
情
が
、
耐
え
難
い
苦
し
み
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
で
共
通
し
て
お

り
、
長
さ
の
落
差
を
越
え
、
直
面
す
る
今
の
時
間
を
経
に
く
い
も
の
と
認

識
す
る
切
実
さ
に
お
い
て
等
し
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
両
歌
の
成
立
事
情

の
相
違
を
超
え
て
、
経
が
た
い
時
間
の
中
に
苦
し
む
「
人
の
心
」
を
扱
う

こ
と
で
通
い
合
う
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

宗
于
が
扱
わ
れ
る
十
二
番
は
、

常
磐
な
る
松
の
緑
も
春
来
れ
ば

　

今
ひ
と
し
ほ
の
色
ま
さ
り
け
り
（
宗
于
）

あ
た
ら
夜
の
月
と
花
と
を
同
じ
く
は

　

あ
は
れ
知
れ
ら
む
人
に
見
せ
ば
や
（
信
明
）

と
、
左
が
春
到
来
に
よ
り
常
緑
の
松
も
色
が
深
ま
る
と
詠
む
の
に
対
し
、

右
は
、
春
の
月
下
の
花
の
趣
深
さ
を
詠
む
。
そ
の
背
景
の
、
日
中
の
明
る

さ
と
夜
の
月
明
か
り
の
対
比
の
も
と
、
二
首
は
、
常
緑
の
映
え
る
松
と
儚

く
咲
き
誇
る
花
と
い
う
春
の
自
然
の
美
し
さ
を
と
も
に
讃
え
る
歌
と
し
て

番
え
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

　

清
正
が
扱
わ
れ
る
十
三
番
は
、

子
の
日
し
に
占
め
つ
る
野
辺
の
姫
小
松

　

ひ
か
で
や
千
代
の
陰
を
待
た
ま
し
（
清
正
）

水
の
面
に
照
る
月
な
み
を
数
ふ
れ
ば

　

今
宵
ぞ
秋
の
も
な
か
な
り
け
る
（
順
）

と
、
左
が
野
辺
の
小
松
引
き
の
行
事
を
扱
い
、
引
く
こ
と
な
く
悠
久
の
時

間
を
待
と
う
と
す
る
趣
向
で
、
永
い
時
の
流
れ
を
詠
む
狙
い
の
歌
で
あ
る

の
に
対
し
、
右
も
水
面
に
煌
め
く
月
を
、
作
者
の
創
案
に
な
る
「
月
波
」

と
い
う
語
彙
を
用
い
、
月
を
数
え
て
仲
秋
を
知
る
時
の
流
れ
（
月
次
）
を

表
す
こ
と
を
狙
い
と
す
る
一
首
で
あ
る
。
時
間
の
進
行
を
詠
む
二
首
は
、

初
春
の
子
日
の
小
松
引
き
と
八
月
十
五
夜
の
月
見
と
い
う
春
秋
の
年
中
行

事
を
扱
う
こ
と
に
お
い
て
も
共
通
し
て
お
り
、
番
い
の
構
造
を
意
識
化
し

て
い
た
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

紙
幅
の
都
合
上
す
べ
て
を
示
し
得
な
い
が
、
い
ず
れ
の
番
い
も
、
語
彙
・

表
現
内
容
の
種
々
の
項
目
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
し
、
対
照
さ
れ
る
相
関

が
読
ま
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
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イ

業
兼
本
固
有
の
和
歌

　

で
は
、
広
本
と
一
致
せ
ず
本
作
固
有
の
採
用
と
な
る
歌
が
扱
わ
れ
る
番

い
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

十
四
番
、

浦
近
く
降
り
来
る
雪
は
白
波
の

　

末
の
松
山
越
す
か
と
ぞ
見
る
（
左
・
興
風
）

秋
の
野
の
萩
の
錦
を
わ
が
宿
に

　

鹿
の
音
な
が
ら
移
し
て
し
が
な
（
右
・
元
輔
）

は
、
左
の
興
風
歌
が
公
任
本
・
俊
成
本
は
も
と
よ
り
他
の
秀
歌
撰
に
も
見

出
し
得
な
い
独
自
歌
で
あ
る
。
海
辺
の
雪
を
詠
む
た
め
に
末
の
松
山
を
用

い
、
波
に
見
立
て
た
雪
を
詠
む
こ
の
一
首
は
、「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心

を
わ
が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
む
」（
古
今
集
・
東
歌
）
を
踏
ま

え
て
、
雪
な
ら
で
は
の
見
立
て
に
興
ず
る
。
対
す
る
元
輔
歌
は
、
萩
と
鹿

を
と
も
に
自
邸
に
移
し
た
い
と
す
る
趣
向
の
歌
で
、両
歌
に
通
う
要
素
は
、

実
現
し
得
な
い
事
象
を
取
り
上
げ
、
王
朝
和
歌
ら
し
い
表
現
と
趣
向
で
ま

と
め
上
げ
て
い
る
こ
と
に
認
め
ら
れ
る
。

　

十
五
番
、

か
げ
さ
へ
に
今
は
と
菊
の
う
つ
ろ
ふ
は

　

波
の
底
に
も
霜
や
置
く
ら
ん
（
左
・
是
則
）

あ
さ
緑
乱
れ
て
な
び
く
青
柳
の

　

糸
を
ば
春
の
風
や
よ
る
ら
ん
（
右
・
元
真
）

は
、
い
ず
れ
も
公
任
本
は
も
と
よ
り
他
の
秀
歌
撰
に
採
用
さ
れ
な
い
独
自

の
選
歌
で
、
左
が
川
面
に
映
る
菊
花
の
移
ろ
い
の
原
因
を
推
し
は
か
り
、

右
が
乱
れ
た
柳
枝
を
風
が
ま
と
め
る
か
と
見
る
、
と
も
に
王
朝
歌
ら
し
い

歌
な
が
ら
、相
関
す
る
要
素
を
認
め
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

実
は
右
歌
に
は
錯
誤
が
あ
り
、
元
真
の
真
作
は
、

あ
さ
緑
乱
れ
て
な
び
く
青
柳
の
色
に
ぞ
春
の
風
も
見
え
け
る

（
後
拾
遺
集
・
春
上
）

と
い
う
本
文
で
あ
る
。
業
兼
本
の
下
句
は
「
あ
さ
緑
そ
め
て
乱
れ
る
青
柳

の
糸
を
ば
春
の
風
や
よ
る
ら
ん
」（
是
則
集
、
新
勅
撰
集
・
春
上
）
と
い

う
是
則
の
歌
と
一
致
し
て
お
り
、
こ
の
誤
り
は
素
材
も
表
現
も
よ
く
似
た

両
首
が
混
同
さ
れ
た
こ
と
に
発
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

真
作
に
よ
れ
ば
、
左
歌
の
水
面
に
映
る
菊
花
の
移
ろ
い
を
水
中
の
霜
に

帰
せ
し
め
る
把
握
と
、
右
歌
の
柳
の
緑
が
揺
れ
る
こ
と
で
風
の
可
視
化
が

図
ら
れ
る
と
い
う
把
握
が
、
と
も
に
斬
新
な
趣
向
と
し
て
共
通
す
る
。
右

歌
の
真
作
の
要
所
は
風
を
可
視
化
す
る
〈
色
〉
に
あ
り
、
左
の
移
ろ
う
菊

花
と
右
の
鮮
や
か
な
柳
の
、
と
も
に
賞
美
さ
れ
る
対
照
を
な
す
色
が
印
象

的
な
二
首
と
な
る
。

　

以
上
、『
時
代
不
同
歌
合
』
と
は
異
な
る
歌
を
含
む
番
い
に
お
い
て
も
、

二
首
が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
関
わ
り
方
な
が
ら
作
意
と
し
て
の
相
関
を
読
ま
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せ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
関
係
の
認
定
は
読
み
手
の
把
握
如
何
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

論
証
は
蓋
然
性
の
範
囲
に
留
ま
る
の
に
対
し
、
最
後
に
、
和
歌
の
解
釈
に

は
よ
ら
な
い
別
の
角
度
か
ら
指
摘
さ
れ
る
事
例
を
み
て
お
き
た
い
。

ウ

典
拠
の
一
致

　

十
七
番
は
、

千
歳
ま
で
限
れ
る
松
も
今
日
よ
り
は

　

君
に
ひ
か
れ
て
万
世
や
経
む
（
左
・
能
宣
）

子
の
日
す
る
野
辺
に
小
松
の
な
か
り
せ
ば

　

千
代
の
例
に
何
を
ひ
か
ま
し
（
右
・
忠
見
）

と
い
う
二
首
が
選
ば
れ
て
い
る
。
能
宣
歌
は
佐
竹
本
と
同
一
歌
で
、
佐
竹

本
で
は
忠
見
歌
が
「
焼
か
ず
と
も
草
は
も
え
な
む
春
日
野
を
た
だ
春
の
日

に
ま
か
せ
た
ら
な
む
」
で
あ
る
。

　

そ
の
佐
竹
本
に
お
い
て
は
、
両
歌
の
相
関
は
早
春
の
歌
で
あ
る
こ
と
以

上
の
要
素
は
認
め
に
く
い
の
に
対
し
、こ
の
業
兼
本
の
両
首
は
「
子
の
日
」

の
歌
と
し
て
素
材
も
表
現
も
き
わ
め
て
近
く
、
一
読
し
て
読
者
に
は
明
ら

か
な
連
関
性
が
了
解
さ
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
二
首
は
『
拾
遺
抄
』･

『
拾
遺
集
』
の
春
部
で
並
べ
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、『
和
漢
朗
詠
集
』（「
子
日
付
若
菜
」
題
）
で
も
、『
金

玉
集
』
で
も
隣
り
合
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
忠
見
歌
・
能
宣

歌
の
順
で
配
さ
れ
、忠
見
の
作
者
表
記
は
す
べ
て
忠
岑
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
三
十
人
撰
』・『
三
十
六
人
撰
』（
公
任
本
）
で
忠
見
の
歌
で
あ
り
、『
忠

見
集
』
に
朱
雀
院
の
催
し
で
の
作
と
あ
る
通
り
、忠
見
歌
と
認
め
ら
れ
る
。

忠
見
は
『
時
代
不
同
歌
合
』
に
採
ら
れ
な
い
歌
人
で
、
こ
の
歌
は
右
の
勅

撰
集
も
し
く
は
公
任
本
を
含
む
秀
歌
撰
か
ら
選
ぶ
際
に
、
明
ら
か
に
典
拠

レ
ベ
ル
に
及
ぶ
二
首
の
近
さ
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

　

歌
仙
絵
作
品
に
和
歌
が
選
ば
れ
る
時
、
何
よ
り
優
先
さ
れ
る
評
価
基
準

は
、
そ
れ
が
歌
人
に
ふ
さ
わ
し
い
秀
歌
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
文
字
通
り

〈
秀
歌
撰
〉
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
歌
に
対
す
る
編
者
の
評
価
が
す
べ
て

を
決
定
す
る
。
か
つ
て
谷
山
茂
氏
が
俊
成
本
を
論
じ
ら
れ
、
貫
之
歌
・
業

平
歌
が
公
任
本
が
採
用
し
な
い
「
む
す
ぶ
手
の
し
づ
く
に
に
ご
る
山
の
井

の
あ
か
で
も
人
に
別
れ
ぬ
る
か
な
」・「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ

わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」
を
収
め
る
こ
と
に
俊
成
な
ら
で
の

評
価
を
認
め
ら
れ
た
よ
う
に）

9
（

、
各
歌
人
の
歌
ら
し
い
卓
越
が
見
定
め
ら
れ

た
に
違
い
な
い
。

　

業
兼
本
の
選
歌
も
そ
の
方
針
を
貫
い
た
は
ず
で
、
各
歌
は
各
歌
人
を
代

表
す
る
歌
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
当
然
の
前
提
と
し
て
、
業
兼
本
の
他
の

三
十
六
歌
仙
と
は
大
き
く
異
な
る
特
徴
は
、
見
て
き
た
通
り
、
歌
合
形
式

を
強
く
意
識
せ
し
め
る
左
右
相
対
の
構
造
と
す
る
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
に

あ
っ
た
。
そ
れ
が
絵
と
書
と
と
も
に
歌
に
お
い
て
も
明
瞭
に
窺
わ
れ
る
の
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で
あ
り
、
い
ず
れ
も
そ
れ
は
『
時
代
不
同
歌
合
』
を
踏
ま
え
て
い
た
こ
と

が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
和
歌
が
『
時
代
不
同
歌
合
』
と
関
わ
っ
て
い
る
事
実
は
、
絵
に
お

け
る
影
響
と
と
も
に
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
は
い
た）

（1
（

。
た
だ
し
、
従
来
は

一
致
す
る
和
歌
の
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
関
係
の
検
討
な
ど
は
な
さ
れ
て
い

な
い
。
本
稿
で
確
認
し
た
い
の
は
、
そ
の
数
量
的
な
影
響
関
係
の
実
態
で

は
な
く
、
選
歌
の
際
に
番
い
を
な
す
二
首
の
相
関
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
、そ
れ
が
『
時
代
不
同
歌
合
』
の
選
歌
の
原
理
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ

た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

業
兼
本
は
、
可
能
な
限
り
『
時
代
不
同
歌
合
』
の
歌
を
継
承
し
つ
つ
、

そ
の
す
べ
て
を
踏
襲
し
て
は
い
な
い
。
か
つ
て
論
じ
た
よ
う
に
、『
時
代

不
同
歌
合
』
は
歌
仙
歌
合
た
る
秀
歌
撰
と
し
て
、
各
番
二
首
の
歌
の
選
出

に
、「〈
対
比
〉
と
〈
相
補
〉
の
原
理
に
よ
っ
て
新
た
な
意
味
を
生
ま
し
め

る
、
番
え
る
こ
と
な
ら
で
は
の
方
法
」
を
用
い
て
い
た）

（（
（

。
業
兼
本
が
安
易

に
『
時
代
不
同
歌
合
』
の
和
歌
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
別
歌
を
も
敢
え

て
採
用
し
て
い
た
の
は
、
そ
う
し
た
『
時
代
不
同
歌
合
』
を
貫
く
原
理
に

基
づ
き
、
興
趣
に
富
む
番
い
の
構
成
を
企
図
し
た
結
果
と
見
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　

絵
や
書
と
と
も
に
歌
の
選
定
に
も
確
か
に
左
右
相
関
の
原
理
が
働
く
こ

と
に
よ
り
、
業
兼
本
固
有
の
性
格
が
備
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
業

兼
本
が
後
代
の
歌
仙
絵
作
品
に
果
た
す
役
割
の
大
き
さ
と
深
く
関
わ
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（
１
）
井
並
林
太
郎
『
特
別
展
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
と
王
朝
の
美
図
録
』（
京

都
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
九
年
）、
笹
川
博
司
『
三
十
六
人
歌
仙
の
世
界
―

公
任
『
三
十
六
人
撰
』
解
読
―
』（
風
間
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
等
。

（
２
）
『
時
代
不
同
歌
合
』
は
後
鳥
羽
院
が
隠
岐
に
お
い
て
編
ん
だ
一
〇
〇
歌
人
を

歌
合
形
式
に
仕
立
て
た
秀
歌
撰
で
あ
り
、
一
歌
人
三
首
、
総
計
三
〇
〇
首
か

ら
な
る
。「
時
代
不
同
歌
合
絵
」
は
そ
の
和
歌
本
文
に
歌
仙
絵
を
伴
う
も
の

で
、
鎌
倉
時
代
に
遡
る
善
本
以
下
多
く
の
伝
本
が
知
ら
れ
る
。

（
３
）
拙
稿
「
歌
仙
絵
に
お
け
る
文
字
表
記
︱
〈
左
右
〉
の
意
識
と
左
書
き
の
来
歴

―
」（『
日
本
文
学
』
六
三-

七
、
二
〇
一
四
年
七
月
）

（
４
）
土
屋
貴
裕「
三
十
六
歌
仙
絵
の
成
立
と「
時
代
不
同
歌
合
絵
」」（『
大
和
文
華
』

一
三
五
、
二
〇
一
九
年
八
月
）

（
５
）
業
兼
本
の
和
歌
の
先
行
資
料
と
の
関
わ
り
を
解
明
す
べ
き
課
題
は
、
早
く
有

吉
保
氏
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
た
。（「
選
歌
か
ら
み
た
三
十
六
歌
仙
絵
攷
―
業

兼
本
は
再
吟
味
が
必
要
か
―
」『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
／
月
報
二
三
』
一

九
七
九
年
三
月
）

（
６
）
佐
藤
恒
雄
『
古
代
中
世
詩
歌
論
考
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
三
年
）

（
７
）
新
藤
協
三
『
三
十
六
歌
仙
叢
考
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年
）

（
８
）
田
仲
洋
己
『
中
世
前
期
の
歌
書
と
歌
人
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）

（
９
）
谷
山
茂
著
作
集
二『
藤
原
俊
成
―
人
と
作
品
―
』（
角
川
書
店
、一
九
八
二
年
）

（
10
）　
「
時
代
不
同
歌
合
絵
」
と
業
兼
本
の
先
後
関
係
に
つ
き
、
森
暢
氏
が
業
兼
本

先
行
と
さ
れ
る
（
先
掲
書
）
の
に
対
し
、
真
保
亨
氏
は
絵
に
見
る
相
関
か
ら

「
時
代
不
同
歌
合
絵
」
先
行
と
さ
れ
、
併
せ
て
和
歌
の
影
響
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。（「
業
兼
本
三
十
六
歌
仙
絵
」『
美
術
研
究
』
三
二
五
、
一
九
八
三
年

九
月
）

（
11
）　

拙
著
『
後
鳥
羽
院
和
歌
論
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
年
）

〔
付
記
〕

　

本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
１
６
Ｋ
０
２
３
９
３
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


