
勅

撰
八
代
集

の

「題

し
ら
ず
」

歌
を

め
ぐ

っ
て

山
之
内

恵

子

は

じ

め

に

歌
題
や
作
歌
事
情
が
不
明
の
際
に
付

す

「題
し
ら
ず
」
と

い
う
成
句
は
、
撰

者
を
主
体
と
考
え
た

「題
を
知
ら
ず
」

か
あ
る

い
は
歌
を
優
先
し
た

「題
知
ら

れ
ず
」

の
意

に
理
解
す
る
か
等
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

「題
し
ら
ず
」

の

「題
」
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
歌
題
を
示
す
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
勅

撰
集
中
の

「題
し
ら
ず
」
歌
は
部
類
に
分
類
す
る
こ
と
は
原
則
的
に
は
不
可
能

だ
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
一
方
で
は
、
「仁
和
御
集
」
や

「斎
宮
女
御
集
」
の
私
家
集
に

「
折
し
ら

ず
」
と
い
う
成
句
が
見
受
け
ら
れ
る
。
歌
材

(題
)
不
明
の
「
題
し
ら
ず
」
に
対
し

て
、
詠
作
事
情
不
明
の

「折
し
ら
ず
」

と
い
う
分
類
は
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
詞
書
記
載

の
際
に
こ
れ
ら

の
区
別
が
し
だ

い
に
困
難
と
な
り
、
漠

然
と
こ
れ
ら
を
総
括
し
て
し
ま
う

「題

し
ら
ず
」
を
記
す
こ
と
に
な

っ
た
も

の

と
思
わ
れ
る
。

詞
書
と
は
、
そ
の
和
歌
の
解
釈
と
、
鑑
賞
に

一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
も

の
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
詳
細
で
具
体
的
な
詞
書
に
対
し
て
単
に

「
題
し
ら
ず
」

と
付
す
和
歌
に
は
ど
の
よ
う
な
意
昧
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

い
わ
ゆ
る
歌
の
成
立
事
情
を
詳
細
に
記
す

一
般
的
な
詞
書
と
ど
う
区
別
さ
れ
て

編
纂
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
文
学
的
に
ど
ん
な
効
果
が
内
包
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ

の
よ
う
な

「題
し
ら
ず
」
歌
に
い
く

つ
か
の
疑
問

を
持

っ
た
の
で
、
勅
撰
八
代
和
歌
集

の

「題
し
ら
ず
」
歌
の
変
遷
を
追

い
な
が

ら
、
特
に
こ
こ
数
年
来
テ
ー

マ
と
し
て
い
る
後
拾
遺
集
や
、
そ
の
後

の
金
葉
、

詞
花
、
千
載
、
新
古
A
7集
を
中
心
に
考
察
し
て
ゆ
き
た

い
と
思
う
。
歌
の
成
立

事
情
を
語
る

一
般
的
な
詞
書
と
、

「題
し
ら
ず
」
を
比
較
す
る
際
、
ど
う
し
て

も
編
者
の
意
図
的
な
介
入
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
の
が

「題
し
ら
ず
」
歌
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
詠
ま
れ
た
時
や
場
な
ど
な
ど
を
語
る

一
般
的
な
詞
書
に
も
こ
の

こ
と
は
言

い
得
る
だ
ろ
う
が
、
私
が
本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
成
立
事
情

が
明
確
に
受
け
と
め
ら
れ
た
歌
に
も
か
か
わ
ら
ず

「題
し
ら
ず
」
と
し
た
こ
と

で
あ
る
。

ま
ず
、
表
1
に
示
す
よ
う
に

「題
し
ら
ず
」
歌
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に

八
代
集
中
の

「題
し
ら
ず
」
歌
数
を
抽
出
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
歌

の
出
典
等

よ
り
そ
の
性
格
な
ど
を
和
歌
史

の
流
れ
の
中

で
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

以
下
、
使
用
し
た
本
文
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、

「題
し
ら
ず
」
と

い
う
詞
書
が
二
首
以
上
続
く
場
合
は
、
そ
の
詞
書
を
省
略
し
た
も
の
と
考
え

て
、

「題
し
ら
ず
」
歌
と
し
て
扱

っ
た
。

1

古

A
7
集

朝
日
古
典
全
書

「古
今
和
歌
集
」
、
西
下
、
滝
沢
編

「古
今

集
総
索
引
」
(明
治
書
院
)

2

後

撰

集

「後
撰
和
歌
集
総
索
引
」
(大
阪
女
子
大
学
編
)

3

拾

遺

集

片
桐
洋

一

「拾
遺
和
歌
集
の
研
究
」

4

後
拾
遺
集

糸
井
、
渡
辺
編

「後
拾
遺
和
歌
集
総
索
引
」

5

金

葉

集

増
田
他
編

「金
葉
和
歌
集
総
索
引
」

6

詞

花

集

井
上
宗
雄
校
注

「詞
花
和
歌
集
」
(笠
間
叢
書
)

7

千

載

集

久
保
田
、
松
野
校
注
「千
載
和
歌
集
」
、
滝
沢
貞
夫
編

「千

載
集
総
索
引
」

8

新
古
今
集

日
本
古
典
文
学
大
系

「新
古
今
和
歌
集
」、
「
新
古
今
集
総

(20)



〆

表
1

〈勅
撰
八
代
集
に
お
け
る

「題
し
ら
ず

」
歌

入
集
歌
数
表

〉

勅撰八代集 の 「題 しらず」 歌をめ ぐって

勅

撰

集

名

巻
名

春
上

春
下

夏

秋
上

秋
下

冬

賀

羇
旅

幼
名

恋
一

恋
二

恋
三

恋
四

恋
五

哀
傷

雑
上

雑
下

雑
躰

大
歌所

計

1、

古

今

集

22

21

14

39

15

10

4

6

3

0

79

44

50

58

70

2

28

33

55

0

535

2
、

後

撰

集

春
上

春

中

春

下

夏

秋
上

秋

中

秋
下

冬

恋
一

恋

二

恋

三

恋

四

恋

五

恋

六

雑
一

雑

二

雑

三

雑

四

別
・

旅

哀
傷

423

16

7

14

34

24

20

59

49

21

17

16

6

12

10

0

8

9

15

り自

-⊥

2

3
、

拾

遺

集

春

夏

秋

冬

賀

別

物

名

雑

上

下

神

祗

恋
一

恋

二

恋

三

恋

四

恋

五

雑

春

雑

秋

雑
賀

哀
傷

035

32

20

お

18

3

14

0

15

7

2

49

57

㎎

60

64

18

22

8

24

8

4
、

後拾

遺
集

春
上

春
下

夏

秋

上

秋
下

冬

賀

別

羇
旅

哀
傷

恋
一

恋

二

恋

三

恋

四

雑
一

雑

二

雑

三

雑

四

雑

五

雑

六

721

29

7

11

20

3

8

2

1

15

8

11

36

5

2

2

1

5

1

5

0

5
、

金

葉

集

春

夏

秋

冬

賀

別

離

恋

上

恋

下

雑
上

雑
下

39

0

6

6

4

1

0

7

12

3

0

6
、

詞

花

集

春

夏

秋

冬

賀

別

恋

上

恋

下

雑

上

雑

下

84

9

11

16

9

1

0

16

7

11

4

7、

千

載

集

春
上

春

下

夏

秋
上

秋
下

冬

離
別

羇

旅

哀

傷

賀

恋
一

恋

二

恋
三

恋

四

恋

五

雑

上

雑

中

雑
下

釈
教

神
祗

891

7

0

13

17

11

8

0

1

0

0

25

30

13

14

19

9

9

13

0

0

8、

新
古
今集

春
上

春

下

夏

秋
上

秋
下

冬

賀

哀
傷

離
別

羇

旅

恋

一

恋

二

恋

三

恋

四

恋

五

雅
上

雑

中

雑

下

神
祗

釈
教

455

23

18

32

56

37

53

6

5

6

18

41

11

37

23

65

30

29

52

2

1

(21)

 

1

三
代
集
の

「題
し
ら
ず
」
歌

古
A
7集
の
お
よ
そ
半
数
を
占
め
る

「題

し
ら
ず
」
歌
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

「題
し
ら
ず
、
読
み
人
し
ら
ず
」
で
あ
り
、
古
歌

の
伝
誦
、
愛
誦
さ
れ
た
も
の

で
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
万
葉
振
り

の
歌
風
を
持

つ
歌

が
多

い
。
こ
の
古
今

集
に
い
う

「題
し
ら
ず
、
よ
み
入
し
ら
ず
」
は
、
寛
永

一
五
年

(
一
六
三
八
)

刊
、
宗
祗
の

「古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
」

に

「題
し
ら
ず
と
い
ふ
事
は
当
座
の

景
気

に
の
ぞ
み
て
よ
め
る
事
も
有
、
又
会
所

の
斟
酌
な
ど
に
よ
る
事
も
あ
り
。

又
題
あ
れ
ど
も
心
あ
ら
は
れ
ざ
れ
ば

い
へ
る
事
も
有
。
定
ま
ら
ぬ
事
な
り
。
よ

み
人
し
ら
ず

あ
る
は
勅
勘
の
人
、
あ
る
は
貴
人
、
あ
る
は
ふ
る
き
世

の
人
、

又
実
に
名
を
し
ら
ね
ば
、
か
け
る
事
も
あ
る
べ
し
。L
と
あ
り
、
読
ま
れ
た
席
の

事
情
、
条
件
、
情
勢
な
ど
を
考
え
合
せ
て
適
当

に
処
置
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
ら

し

い
。
ま
た
原
資
料
に
題
が
あ

っ
て
も
、
そ
の
心
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
な
ど

も

「題
し
ら
ず
」
と
す
る
な
ど
、
定
ま

っ
た
法
則
性
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
後

の
飛
鳥
井
雅
俊

の

「古
今
栄
雅
抄
」
(延
宝
二
年

(
一
六

一
四
)
)
に
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も
、

「題
し
ら
ず
」

に
つ
い
て

「誠
に
し
ら
ぬ
も
あ
り
。
拾
遺
に
は
。
当
集
に

お
な
じ
。
よ
み
人
し
ら
ず
。

こ
れ
も
誠

に
し
ら
ぬ
も
あ
り
。
高
位
の
人
を
ば
か

く
し
て
か

・
ず
。
下
位
の
人
を
ば
名
を
あ
ら
は
さ
ず
。
当
集

い
つ
れ
の
所
も
か

く
の
ご
と
し
」
と
あ
る
。

し
か
し
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
古
今
集
は
律
令
制
度
下
に
君
臣
と

い
う
公
的

な
場
で
奏
覧
さ
れ
た
勅
撰
第

一
集
で
あ

り
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
と
入
集
す
る
歌

の
詞
書
や
歌
に
関
し
て
明
確
な
規
範
を

持

っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
少
し
具
体
的
に
古
今
集
中

の

「題
し
ら
ず
」
を
み
て
み
ょ
う
。
先

述
し
た
が
、
古
今
集
の

「題
し
ら
ず
」

歌
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

「読
み
人
し
ら

ず
」
で
あ
る
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
若
干
の
作
者
名
の
記
さ
れ
た

「
題
し
ら

ず
」
で
あ
る
。
作
者
名
が
あ

っ
て
な
お

「題
し
ら
ず
」

と
記
し
た
場
合

に
は
、

ど
の
よ
う
な
事
情
が
そ

こ
に
あ

っ
た

の
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
歌
人
の
判
明
す
る

「題
し
ら
ず
」
歌
は
、

一
見
し
て
も
明

確
な
よ
う
に
、
四
季
歌
に
は
十
三
首
と
少
な
く
、
そ
の
大
半
を
恋
歌
に
見

い
出

せ
る
点
で
あ
る
。
ち
な
み
に
そ
の
数
は
、
四
季
歌
の
約

=
二
倍
を
越
え

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
古
今
集

の
恋
歌

に
は
詞

書
の
あ
る
歌
が
極
め
て
少
な
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
ど
う

い
う
理
由
に
よ
る
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
作
者
と
は
ど
ん
な
人
々
で
あ
ろ
う
か
。
入
集

の
多

い
歌
人
を
順

に
掲
げ
る
と
、
貫
之
、
躬
恒
、
友
則
、
忠
岑
等
、
古
今
集
撰
者
達
で
あ
る
。
彼

ら
の

「題
し
ら
ず
」
歌
は
、

い
ず
れ
も
そ
の
典
拠
と
な

っ
た
私
家
集

に
具
体
的

な
詞
書
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
れ
ら
を
削
除
し
て
、
入
集
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
例
え
ば
貫
之
の
恋
部

に
入
集
し
た
歌
を
、

詞
書
の
つ
い
た
歌
と
、

「題
し
ら
ず
」
歌
に
分
け
て
み
る
と
、
詞
書
の
付
さ
れ

た
歌
は
、

一
見
叙
景
歌
的
な
歌
が
多
く
、
極
め
て
平
凡
な
詞
書
を
記
し
て
い
る
。

そ
の
反
面
、

「題
し
ら
ず
」
歌
は
、
典
拠
と
な

っ
た
私
家
集
な
ど
か
ら
推
測
す

る
と
、
貫
之
の
恋
の
思

い
が
露
骨
に
表
出
さ
れ
た
よ
う
な
歌
は
概
し
て
、

「題

し
ら
ず
」
で
あ
る
。
他

の
歌
人
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が

い
え
る
。

つ
ま
り
、
古
今
集

の
撰
者
で
あ
る
貫
之
は
、
恋
歌
的
な
事
情

の
歌
を
意
識
的

に
省
略
し
て
撰
集
し
た
と
い
う
こ
と
が

い
え
る
。

い
い
か
え
れ
ば
貫
之
は
恋
歌

に
四
季
歌
の
よ
う
な
詳
細
な
事
情
を
記
述

せ
ず
、
で
き
る
だ
け
省
略
し
よ
う
と

し
た
意
図
で
撰
集
に
臨
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
ふ
し
が
あ
る
。
勅
撰

第

一
集
と
し
て
、
公
の
眼
に
触
れ
る
晴
れ
の
歌
集
か
ら
は
、
撰
者
と
し
て
の
品

位
と
栄
誉
を
守
る
た
め
に
詞
書
を
厳
密
に
検
討
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い

と
す
る
歌
か
ら
は
あ
え
て
そ
れ
を
削
除
す
る
と
い
う
姿
勢

で
編
纂
に
当

っ
た
も

の
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

角
度
を
変
え
て
み
る
な
ら
ば
、
資
料
と
な

っ
た
家
集
に
あ

っ
た
詞
書
す
ら
省

い
て
い
る
と

い
う

の
は
、
撰
者
達
は
恋
歌
に
つ
い
て
詠
ま
れ
た
事
情
や
、
場
な

ど
よ
り
は
、
和
歌
、
作
者

に
重
点
を
置

い
て
編
纂
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

古
今
集

の
序
に
い
う
、
和
歌
の
芸
術
性
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
を
こ
の

「題

し
ら
ず
」
が
も

の
語

っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次

の
後
撰
集
で
は
、

一
目
し
て
前
の
古
今
集
と
は
詞
書
記
述
の
傾
向
も
全
く

異
な
っ
て
い
る
。
後
撰
集

の
特
色
と
し
て
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
そ
れ
は
贈
答

歌
で
占
め
ら
れ
て
い
る
点
や
、
詞
書
に
対
人
語
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、

一
つ
の
歌
物
語
的
要
素
の
濃

い
歌
集
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

後
撰
集
の
「題
し
ら
ず
」
歌
は
三
四
二
例
、
古
今
集
と
比
ら
べ
る
と
そ
の
数
値
が

か
な
り
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
う
ち
、
作
者
名

の
あ
る
も
の
四
七
、
よ
み
人
し
ら
ず
四
二
、
そ
れ
に
勅
撰
集
中
の
作
者
表
記
中

他
に
類
を
見
な
い

「題
よ
み
人
も
」
と

い
う
記
述
の
歌
が
五
〇
首
も
あ
る
。

後
撰
集
の
読
み
人
し
ら
ず
に

「題
し
ら
ず
」
が
少
な
い
の
は
、
換
言

す
れ
ば

詠
作
事
情
に
関
し
て
は
、
明
確
な
歌
が
多

い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
後
撰
集
編
者
は
歌
よ
り
も
詞
書
を
主
に
撰
歌
し
た
と
も
言

い
う
る
で

あ
ろ
う
か
、
す
る
と

「題
し
ら
ず
」
と

い
う
歌
は
逆
に
何
ら
か
の
意
図
が
あ

っ

た
と
も
思
え
る
の
で
あ
る
。

先
の
古
今
集
で
述
べ
た
よ
う
に
、
四
季
歌

に
少
な
く
、
恋
歌
に
多
く
入
集
す

る

「題
し
ら
ず
」
歌
は
、
後
撰
集

で
は
そ
の
数
が
逆
転
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

後
撰
集
の
撰
者
が
恋
歌

に
関
し
て
は
で
き
る
か
ぎ
り
詠
歌
事
情
の
不
明
な

「
題

し
ら
ず
」
を
さ
け
、
歌
わ
れ
た
場
や
事
情
を
む
し
ろ
積
極
的
に
と
り
入
れ
て
編

纂
し
よ
う
と
し
た
点
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
現
象
と
し
て
、
本
集
入
集

の

「よ
み
人
し
ら
ず
」
歌
は
、
本
来
古
今
集
な
ど
の
比
較
的
古

い
歌
で
詠
歌
事

情
の
伝

わ
ら
な

い
不
明
歌
と

い
う
意
味

の

「
題
し
ら
ず
」
と
は
異
り
、
詳
細
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勅撰八代集の 「題 しらず」歌 をめ ぐって

な
詞
書
を
付
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後

撰
集
が
打
聞
に
よ
り
採
集
し
た
歌
で
あ

る
と
い
う
点
と
、

「散
佚
物
語
集
」

の
よ
う
な
も
の
を
想
定
す
る
場
合
と
が
あ

　
ユ

る
ら
し
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
古
今
集
の
秀
歌
と
し
て
採
択
し
た
撰
集
意
図
と
比
べ
て
、

後
撰
集
は

「歌
」
よ
り
は
、
も
ろ
も
ろ

の
詠
歌
事
情
を
示
す
詞
書
の
方

に
重
き

を
置

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
は
、

こ
の
期
成
立
の
伊
勢
物
語
、
大
和
物
語

等
の
物
語
文
学
の
影
響
な
ど
も
考
え
あ
わ
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

複
雑
な
成
立
事
情
を
持

つ
拾
遺
集
は
、
古
今
、
後
撰
、
拾
遺
集
と
三
集
を

一

ま
と
め
に
し
て
三
代
集
と
呼
ん
で
い
る
。
拾
遺
集
の

「題
し
ら
ず
」
歌
は
、
総

数
五
〇
三
首
に
も
及
ぶ
。
拾
遺
集
入
集

の
歌
人
が
、
古
今
や
後
撰
集
の
代
表
的

な
歌
人
を
重
ん
じ
占
め
ら
れ
て
い
る
点

と
符
号
し
、

「題
し
ら
ず
」
歌
の
記
名

作
者
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。

で
は
す

こ
し
旦
ハ体
的
に
拾
遺
集

の

「
題
し
ら
ず
」
歌
を
み
て
み
よ
う
。

鷭
㎜

(秋
)
の
二
首
は
、
大
中
臣
能
宣

の
、

も
み
じ
せ
ぬ
と
き
は
の
山
は
ふ
く
か
ぜ

の
お
と
に
や
秋
を
き

・
わ
た
る
ら
ん

紅
葉
せ
ぬ
と
き
は
の
山
に
す
む
鹿
は
お

の
れ
鳴
き
て
や
秋
を
知
る
ら
む

だ
が
、
ど
ち
ら
も
非
常

に
明
解
な
歌
で
、
声
調
の
流
麗
さ
と
あ

い
ま

っ
て
人
々

に
伝
承
さ
れ

て
い
く
性
格
の
歌
で
あ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な

歌
の
場
合

に
、
撰
者
は

「題
し
ら
ず
」

と
記
述
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
謝

(冬

)
は
貫
之
の
歌
、

思
ひ
か
ね
妹
が
り
ゆ
け
ば
冬
の
夜

の
川
風
寒
み
千
鳥
鳴
く
な
り

で
あ
る
が
、
「貫
之
集
」
で
は

「承
平
六
年
春
、
左
衛
門
督
殿
屏
風

の
歌
、
冬
」

に
と
詞
書
さ
れ
た
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
あ
え

て
屏
風
歌
で

あ
る
こ
と
を
記
さ
ず
に
も
屏
風
歌
を
離

れ
て
の

一
首
の
味
わ
い
の
あ
る
歌
で
あ

り
、
伝
誦
さ
れ
る
に
至

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
拾
遺
集
に
は

多
く
の
屏
風
歌
を
入
集
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
の
よ
う
な
場
合
も
多
か

っ
た
と

言
え
る
の
で
あ
る
。
盥

(冬
)
の
忠
見

の
詠
歌
な
ど
の
場
合
も
同
様

で
あ
ろ
う
。

2

後
拾
遺
～
新
古
今
の

「題
し
ら
ず
」
歌

歌
の
成
立
事
情
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
記
述
し
よ
う
と
し
た
傾
向

の
強

い

後
拾
遺
集

で
は
、
前
の
三
代
集
と
比
較
す
る
と
、

「題
し
ら
ず
」
は
減
少
し
て

い
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
る
撰
者
の
編
纂
意
図
か
ら
考
え
合
せ
る
と
、
詳
細
で
か

つ
公
的
な
記
述
を
意
識
し
た
詞
書
の
中

で
の

「題
し
ら
ず
」
は
何
ら
か
の
意
味

　

　

を
持

っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。
先
に
発
表
し
た
拙
稿
に
も
触
れ
た
が
、
例
え

ば
そ
れ
は
源
道
済

の
よ
う
に
家
集
に
詳
細
な
詞
書
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ

え
て

「題
し
ら
ず
」
と
付
す
場
合
、
ま
た
元
真
歌
の
よ
う
に
歌
合
詠
出
歌
、
撰

外
歌
と
区
別
す
る
意
味
で
使
わ
れ
た
場
合
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
他
に
も
、
出
典
調
査
に
よ
る
と
、
兼
盛
の

「題
し
ら
ず
」
歌
で

あ
る
嬲

(
夏
)、
鰯

(恋

一
)
は
、

い
ず
れ
も
天
徳
四
年
内
裏
歌
合

で
の
詠

で
あ

り
な
が
ら
、
詞
書
に
は
こ
れ
を
記
さ
ず

に

「題
し
ら
ず
」
と
す
る
。
兼
盛

の
歌

は
、
本
集
に
は
十
八
首
入
集
す
る
が
そ
の
中
で
も
兼
盛
歌
に
は
屏
風
歌
が
多

い
。

一
般
的
に
屏
風
歌
は
出
典
不
明
と
し
て

「
題
し
ら
ず

」
と
す

る
場
合

が
あ

る

が
、

「
天

徳
四
年
内
裏
歌
合
」

で
の
詠
を

「題
し
ら
ず
」
と
し
た
の
は
、
証
本

の
参
照
が

で
き
な
か

っ
た
た
め
か
、
あ
る

い
は
歌
集
か
ら
採
集
し
た
た
め
か
、

は

っ
き
り

し
な

い
。
こ
の

「
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
」
か
ら
の
採
集
歌
に
は
種
々

の
問
題
が
あ
る
よ
う
だ
。
拙
稿
で
述

べ
た
が
、
同
じ

「
題
し
ら
ず
」
歌
を
七
首

も
入
集
す
る
藤
原
元
真
も
恋
四

(
㏄
08
8
00
)
に
二
首
の
本
歌
合
歌
を
並

べ
て
入
集

す
る
が
、
選
外
歌
で
あ

っ
た
嬲
歌
を

「
題
し
ら
ず
」
と
す
る
。
両
者
を
区
別
す

る
意
味
で
こ
の

「
題
し
ら
ず
」
を
記
述
し
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の

歌
合
に
関
し
て
は
何
か
も

っ
と
別
な
事
情
が
あ

っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
次

の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
巻
二
十
俳
諧
歌
、
㎜
の
実
方

の
、

題
し
ら
ず

ま
だ
散
ら
ぬ
花
も
や
あ
る
と
尋
ね
見
む
あ
な
か
ま
し
ば
し
風
に
知
ら
す
な

は
、

「実
方
朝
臣
集
」
に
は
見
え
な
い
が
、

「小
大
君
集
」
(書
陵
部
蔵

)
に
、

又
、
道
信

の
君
、
実
方
君
に
、
三
月
中
十
日
ほ
と

散
り
の
こ
る
は
な
は
あ
り
や
と
う
ち
む
れ
て
み
や
ま
か
く
れ
を
た

つ
ね
て
し
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か
な

御
返
し

ま
た
ち
ら
ぬ
は
な
も
や
あ
る
と
た

つ
ね
み
ん
あ
な
か
ま
し
は
し
か
せ
に
し
ら

す
な

と
あ
り
、
ま
た

「道
信
朝
臣
集
」
に
も
、

三
月

つ
ご
も
り
の
ひ
、
小

一
條
中
将

の
も
と
に

ち
り
の
こ
る
花
も
や
あ
る
と
う
ち
む
れ
て
み
や
ま
か
く
れ
を
た

つ
ね

て
し
か

な
と
あ

っ
て
、
後
拾
遺
集
入
集

の
㎜
歌
が

、
道
信
と
実
方

の
間
で
や
り
と
り
さ
れ

た
歌
の

一
方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
詠
歌
事
情
に

つ
い
て
は
、
他

集
よ
り
積
極
的
な
姿
勢
で
臨
も
う
と
し
て
い
た
後
拾
遺
集
で
あ

っ
た

の
に
、
こ

の
よ
う
な
か
な
り
詳
細
な
詞
書
を
有
し
て
い
た

「
小
大
君
集
」
が
あ

っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て

「
題
し
ら
ず
」
と
し
た

の
だ
ろ
う
か
。

　

問
題
と
す
る
こ
の
歌
は
、
源
道
済
の
歌

(
021
)
の

「題
し
ら
ず
」
に
続
く
歌

だ
が
、
こ
の
道
済
歌
も
典
拠
と
な

っ
た
資
料
は
明
確

で
な

い
。
後
拾
遺
集

の
最

終
巻
に
誹
諧
歌
配
置
は
革
新
的
で
も
あ

り
、
こ
れ
に
こ
の
よ
う
な
実
方

の
歌
に
、

作
家
事
情

一
切
を
省

い
て

「題
し
ら
ず
」
と
し
て
撰
入
し
た
の
は
、
勅
撰
集
中

初
め
て
独
立
し
た
誹
諧
歌

の
部
立
の
設
置
と

い
う
文
学
的
な
試
み
に
対
し
て
の

撰
者
通
俊
の
意
識
的
な
顕
れ
で
も
あ
ろ
う
か
と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

「八
代

集
抄
」

に
は
本
歌
に
注
し
て

「あ
な
か
し
が
ま
し
は
、
あ
ら
か
し
ま
し
音
な
せ

そ
。
花
有
と
も
て
さ
わ
が
ば
、
う
き
風
も
や
尋
み
ん
と
や
」
と
あ
り
、

「
あ
な

か
し
が
ま
し

」
に
注
目
し
て
の
入
集
と

い
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ

う
か
。
こ
の

「あ
な
か
し
が
ま
し
」
と

い
う
旬
は
、
古
今
集
、
巻
十
九
、
雑
躰
、

誹
諧
歌
㎜
の
僧
正
遍
昭

の
歌
に
、

題
し
ら
ず

秋
の
野
に
な
ま
め
き
立

て
る
女
郎
花
あ
な
か
し
が
ま
し
花
も
ひ
と
時

と
あ
り
、

「
あ
な
か
し
が
ま
し
」

の
句

に
作
者

の
鋭

い
主
観
を
感
じ
さ
せ
、
歌

わ
れ
た
内
容
も
花

の
あ
わ
れ
さ
よ
り
も
誹
諧
歌
特
有
の
滑
稽
さ
を
感
じ
さ
せ
て

い
る
。
古
A
7集
の
撰
者
達
が
、
こ
の
遍

昭
の
歌
を
四
季
歌
と
し
て
で
は
な
く
、

「あ
な
か
し
が
ま
し
」

に
注
目
し
て
誹
諧
歌
と
し
て
入
集
さ
せ
た
の
は
、
僧
侶

と
し
て
世

の
中
の
実
際
を
客
観
的
に
表
現
し
ょ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で

は
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
、
後
拾
遺
集
の
実
方

「題
し
ら
ず
」
歌
の
背
景
に

は
古
今
集

の
、
こ
の
遍
昭
歌
が
念
頭
に
あ

っ
て
、
撰
者
通
俊
も
こ
の
歌

の
こ
と

は
充
分

こ
こ
ろ
得

て
い
た

の
で
、
誹
諧
歌
と
し
て
入
集
さ
せ
る
に
当

っ
て
何

の

疑
間
も
な
く
、

「題
し
ら
ず
」
と

い
う
形
を
と
っ
て
の
入
集
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
、
古
今
集
を
か
な
り
意

識
し
て
い
た
撰
者
の
姿
勢
を

の
ぞ
か
せ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
古
今
集
志
向
は
、

随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、

「題
し
ら
ず
」
歌
の
分
布
状
況

に
置
い
て
だ
が
、
恋
巻
の
最
終
巻
で
あ
る
恋
四

に
最
も
多
く

の

「題
し
ら
ず
」

歌
を
入
集
し
て
い
る
点
な
ど
が
そ
れ
あ
る
。

ま
た
、
本
集
に
二
十
首
を
入
集
す
る
長
能
は
、
こ
の
う
ち
の
六
首

(
励
鵬
繝

膃
胼
跚
)
を

「
題
し
ら
ず
」
歌
と
す
る
。
描

(秋
上
)
は
花
山
院

の
主
催
し
た

歌
合
中

で
読
ま
れ
た
歌
だ
が
、
本
集
入
集

の
謝
嬲
は
共
に
こ
の
歌
会

の
詠
と
し

て
、

「花
山
院
歌
合

せ
さ
せ
給
は
む
と
し
け
る
に
、
と
ど
ま
り
侍
り
に
け
れ
ど
、

歌
を
ば
奉
り
け
る
に
、
秋
風
を
よ
め
る
」
、
「花
山
院
歌
よ
ま
せ
給
ひ
け
る
に
よ

み
侍
り
け
る
」

と
い
う
詞
書
を
付
し
て
撰
入
す
る
。
し
か
し
繝
は
、

「題
し
ら

ず
」
で
あ
り
、
同
じ
歌
会
歌
で
あ
り
な
が
ら
ど
う
し
て
蹴
の
み
を
区
別
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
㎜

(春
下
)、
鸚

(秋
上
)
も
共

に

「人
の
屏
風
の
料
」
、

「
(中
宮
御
屏
風
に
)
萩
」

と
詞
書
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
長
能
の

「題
し
ら

ず
」
歌
に
限

っ
て
み
て
も
、
統

一
制
の
乱
れ
や
、
意
識
的
な
削
除
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
後
拾
遺
集
は
、

一
般
的
に
詳
細
な
詞
書
に
特
色
を
有
す
る
の
だ
が
、

一
方
で
は
先
述
の
よ
う
な
錯
綜
が
随
所
に
み
ら
れ
、
単
な
る
記
述
の
誤
ま
り
な

の
か
、
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
る

い
は
配
列
上
の
撰
者

の
意
図
な

の

か
は
、
不
明
で
あ
る
。

後
拾
遺
集

に
続
く
次

の
金
葉
集

で
は
、

「題
し
ら
ず
」
歌
は
四
八
首
、
う
ち

よ
み
人
し
ら
ず
歌
九
、
作
者
名
の
あ
る
も
の
三
九
首
と
な
る
。
恋
下
、
巻
末

(嫻

～
弸
)
に
十
五
首
ま
と
ま

っ
た
形
で

「題
読
人
不
知
」
と
す
る

一
群
が
あ
る
。

こ
の

一
群
に

つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
と
し
て
、
記
名
作
者
の
う
ち
三
宮
が
十

首
の

「
題
し
ら
ず
」
歌
を
入
集
す
る
。
三
宮
は
、
後
三
条
天
皇

の
第
三
子
、
輔

仁
親
王
で
金
葉
集
以
下
千
載
集
五
首

(卿
嬲
晒
㎜
㎜
)、
新
古
今
集

一
首

(
70
)、

(24)
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続
後
拾
遺
集

(
㎜
)、
新
千
載
集

(謝
)
に
そ
れ
ぞ
れ
詠
歌
を
入
集
す
る
が
、
千

む

載
集

m
、
新
千
載
集

の
歌
を
除
く
す
べ
て
が

「題
し
ら
ず
」

と
す
る
。
輔
仁
親

王

の
歌
は
、
典
拠
と
な

っ
た
資
料
は
不

明
で
、

「題
し
ら
ず
」
と
し
た
理
由
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
輔
仁
親
王
の
歌
は
詩
文
な
ど
を
参
照
し
た
歌
が
多
く
、

あ
え

て
詞
書
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
言
え
る
か
も
知
れ
な

い
。

次
に
先
述
し
た
よ
う
に
巻
八
、
恋
下

の
巻
末
、
十
五
首

の

「題
読
入
不
知
」

で
あ
る
。
こ
の
十
五
首
は
、
詞
の
面
白
さ
を
読
ん
だ
も
の

(
90
4
∩乙
2
匚」
5
)
や
、
歌

の

中
に
芥
川

(
525
)、
た
か
し
ま

(
謝
)、
か
さ
と
り
の
や
ま

(
脚
)、
み
く
ま

(
嬲
)

な
ど
の
地
名
を
詠
み
入
れ
た
歌
、
ま
た
、
歌
の
内
容
は
そ
れ
ほ
ど
複
雑
で
な
く

こ
と
ば
の
あ
そ
び
や
言

い
ま
わ
し
に
面
白
み
の
あ
る
歌
が
並
ん
で
い
る
。
十
五

首
の
終
わ
り
近
く
に
、

鵬
か
し
が
ま
し
山
の
下
ゆ
く
さ
.・
れ
水
あ
な
か
ま
わ
れ
も
思
ふ
心
あ
り

珊
ぬ
す
人
と
い
ふ
も

こ
と
わ
り
さ
よ
中
に
君
が
心
を
と
り
に
き
た
れ
ば

脚
は
な
う
る
し
こ
や
ぬ
る
人

の
な
か

り
け
る
あ
な
は
ら
ぐ
ろ

の
き
み
が
心
や

と
あ
る
。
鵬
は
、
恋
人
に
何
や
か
や
と
言
わ
れ
て
、
あ
あ
や
か
ま
し
い
と
嘆

い

た
歌
で
あ
ろ
う
か
。
珊
は
盗
人
と
い
う

の
も
そ
の
と
お
り
だ
、
夜
中

に
あ
な
た

の
心
を
取
り
に
来
た
の
だ
か
ら
、
脚
は
、
花
う
る
し
を
是
れ
や
塗
る
人
が
無
か

っ
た
の
か
、
寝
た
人
は
無

い
と
言
う
が
、
と

い
っ
た
歌
に
滑
稽
さ
や
お
か
し
み

を
ね
ら

っ
た
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
誹
諧

歌
的
な
要
素
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
十
五
首
ま
と
ま

っ
た
形
で
、
「題
読
人
不
知
」
と
し
た
歌
に

は
、
独
得
な
要
素
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
後
拾
遺
集
で
初
め
て
独
立
し
て

誹
諧
歌
の
巻
を
置

い
た
前
例
に
習

っ
て
、
恋
下
の
巻
末
に
こ
の
よ
う
な
配
置
を

し
た
の
は
注
目
さ
せ
ら
れ
る
。
金
葉
集

「題
し
ら
ず
」
歌
に
つ
い
て
気
付

い
た

二

つ
の
点
に

つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
。

次
の
詞
花
集
で
は
八
五
首
の

「題
し
ら
ず
」
歌
を
入
集
す
る
。
こ
の
う
ち
よ

み
人
し
ら
ず
は
八
首

(
跚
は
、
西
行
無
名
時
代
の
作

で
よ
み
人
し
ら
ず
と
し
て

入
集
し
て
い
る
)、
作
者
表
記
の
あ
る
歌
七
七
首
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作

者
の
う
ち
好
忠
が
十
五
首
、
和
泉
式
部
四
、
道
命
三
首
を
入
集
す
る
。
か
な
り

多
く

の
好
忠

「
題
し
ら
ず
」
歌
を
入
集
す
る
わ
け
だ
が
、
好
忠
は
、
本
集
に
十

七
首
入
集
す
る
が
、
二
首
を
除
く
十
五
首
が
、

「題
し
ら
ず
」
歌
で
占
め
て
い

る
。
好
忠
入
集
歌
の
典
拠
と
な

っ
た
好
忠
集
や
毎
月
集
に
は
、

「正
月
は
じ
め
、

五
月
中
」
な
ど
と

い
う
歌
の
時
間
を
示
す
詞
書
や
単
に
題
を
記
し
た
詞
書
が
付

さ
れ
、
勅
撰
集
入
集

の
際
は
、
こ
れ
ら
の
詞
書
は
あ
え
て
特
記
す
べ
き

こ
と
も

な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
好
忠
の
歌
は
、
後
拾
遺
集
以
降
の
勅
撰
集
で
は
す

べ
て

「題
し
ら
ず
」
と
し
て
入
集
さ
せ
て
い
る
例
に
な
ら

っ
て
撰
者
は
撰
入
さ

せ
た

の
で
あ
ろ
う
。

概
観
す
る
に
詞
花
集

の

「
題
し
ら
ず
」
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
に
私
家
集
や
私
撰

集

(後
葉
集
)
に
出
典
を
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
省
略
し
て
も
そ
れ

ほ
ど
問
題
と
な
ら
な

い
歌
の
場
合

に

「題
し
ら
ず
」
と
し
た
こ
と
が
言
え
る
だ

ろ
う
。
詞
花
集
が
三
代
集
と
新
古
A
7集
の
過
度
的
な
様
相
を
ま
す
も

の
と

い
う

捉
え
方
を
す
れ
ば
、
詞
花
集
の

「
題
し
ら
ず
」
歌
に
は
そ
れ
ほ
ど
作
意
的
な
部

分
は
見
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

撰
集
当
時
、
か
な
り
の
批
判
を
受
け
た
詞
花
集

の
後
に
編
ま
れ
た
千
載
集
に

は
、

=

五
首
の

「題
し
ら
ず
」
歌
が
入
集
す
る
が
、
そ
の
う
ち
よ
み
人
し
ら

ず
と
す
る
も

の
は
わ
ず
か
に
四
首
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
四
首
も
躅
(秋
上
)、

の

鰤

(恋

一
)
は
出
典
か
ら
経
正
、
儺
は
経
盛
の
歌
と
判
明
す
る
。

こ
の
二
人
の

ω

よ
う
に
隠
名
で
入
集
し
た
歌
人
も
あ
る
。
残
り
二
首
が
作
者
不
詳
と
い
う
こ
と

だ
が
、
こ
の
二
首

(
謝
、
㎜
)
も
そ
れ
ぞ
れ
に
蓮
阿
、
崇
徳
院
の
歌
ら
し

い
と

す
る
の
で
、
千
載
集
の

「題
し
ら
ず
」
歌
に
は
実
質
的
に
は
す
べ
て
に
作
者
名

が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
集

の

「題
し
ら
ず
」
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
に
典
拠
と
な

っ
た
私
家
集
や
続
詞

花
集
な
ど
の
私
撰
集
、
歌
合
な
ど
が
示
さ
れ
る
。
そ
の

「題
し
ら
ず
」
歌
の
う

ち
、
四

(恋
二
)
は
実
家
の
歌
だ
が
、
典
拠
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る

「実
家
卿

集
」

に
は
、

「し
ら
か
は
の
か
り
ん
ゑ
に
て
う
た
あ
は
せ
し
は
べ
り
し
に
人
の

か
は
り
て
こ
ひ
の
こ
こ
ろ
を
」
と
あ
り
、
ま
た
鵬

(恋
五
)
も
同
じ
実
家

の
歌

で
、
こ
れ
に
も

「林
下
集
」
恋
に

「白
河

の
歌
よ
み
ど
も
歌
合
し
侍
り
し
に
、

人
に
か
は
り
て
」
と
作
歌
事
情
が
述
べ
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
集
で
は

両
者
と
も

「題
し
ら
ず
」
と
し
て
入
集
す
る
。
先
に
引

い
た

「実
家
卿
集
」
詞

書
の

「し
ら
か
は
の
か
り
ん
ゑ
に
て
う
た
あ
は
せ
し
は
べ
り
し
」

と
は
、

「平

安
朝
歌
合
大
成
」
七
に
よ
る
と
、
仁
安
二
年

(
一
一
六
七
)
俊
恵
歌
林
苑
歌
合
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で
の
詠
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
歌

の
他
、

跚

(恋
四
、
俊
恵
法
師
)、
緲

(恋
四
、

殷
富
門
院
大
輔
)
も

こ
の
歌
会

で
の
歌

と
さ
れ
る
が
、
跚
に
は

「歌
会
し
侍
り

け
る
時
、
恋

の
歌
と
て
詠
み
侍
け
る
」

と
詞
書
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
を
削
除

し
て

「題
し
ら
ず
」
と
す
る
時
と
、
単

に

「歌
合
し
侍
り
け
る
」
と
歌
林
苑
の

表
記
を
欠
く
場
合
な
ど
、
ど
う
し
て
同

じ
歌
合
歌
で
あ
り
な
が
ら
区
別
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
背
景
は
不
明
で
あ

る
。

千
載
集
の
場
合

は
、

私
的
な
歌

合
、
歌
会
詠
は
ほ
と
ん
ど

「題
し
ら
ず
」
と
し
て
撰
入
し
、
ま
た
、
私
家
集
な

ど
に
付
さ
れ
た
簡
単
な
題
は
省

い
た
り
、
特
記
す
る
に
価
し
な

い
と
判
断
さ
れ

た
も
の
は
み
な

「
題
し
ら
ず
」
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
が
、

一
方
で
は
こ
の
記

載
も
不
統

一
さ
が
目
立
ち
編
集
資
料
の
問
題
等
も
あ
り
そ
う
だ
。

ノ

一
四
六
首
の

「
題
し
ら
ず
」
歌
を
数

え
る
新
古
今
集

で
は
、
そ
の
お
お
よ
そ

は
、
私
的
な
詠
歌

(好
忠
)
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
私
会
、
私
の
百
首
で
あ
る

場
合
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
的
な
場
を

こ
と
に
意
識
し
て
こ
れ
を

「題
し
ら
ず
」
と
し
た
よ
う
だ
が
、
な
か
に
は
、
作
意
的
な
も

の
や
、

「題
し

ら
ず
」
と
す
る
に
は
疑
問
の
あ
る
歌
も

あ
る
。

姻

(秋
下
)
は
、
俊
恵
法
師
の

嵐
吹
く
真
葛
が
原
に
鳴
ぐ
鹿
は
恨
み

て
の
み
や
妻
を
恋
ふ
ら
む

は
、

「
太
公
太
后
宮
亮
平
経
盛
朝
臣
家
歌
合
」
(仁
安
二
年
㎜
八
月
)
で
鹿
を
題

と
し
た
十
二
番
、
左
の
歌
で
あ
る
。
ま
た
彼
の
家
集

で
あ
る

「林
葉
和
歌
集
」

秋
に
も

「経
盛
卿
家
歌
合
、
鹿
」
と
詞
書
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
詞
書
を
省
き
、

新
古
今
集
で
は
ど
う
し
て

「題
し
ら
ず
」
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
久
保
田
淳
氏

も

「新
古
今
和
歌
集
評
釈
」

の
な
か
で
、
本
歌
の
「題
し
ら
ず
」
に

つ
い
て
「経

盛
と
い
う
動
乱
に
直
接
関
わ

っ
た
平
家

の
人
々
の
名
を
撰
者
が
公
的
な
場
に
表

わ
す

こ
と
を
控
え
た
と
見
る
」
と
述

べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
公
的
な
場
を
意
識
し

て
の
排
除
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
と
同
じ
例
と
し
て
、
緲

(哀
傷
歌
)

は
大
江
匡
衡

の

夜
も
す
が
ら
昔
の
こ
と
を
見

つ
る
か
な
語
る
や
う

つ
・
あ
り
し
世
や
夢

で
あ
る
。
こ
の
歌
の
背
景
に
は
、

「続
詞
花
集
」

の

「
一
条
院
か
く
れ
さ
せ
給

ひ
て
ほ
ど
へ
て
、
夢

に
見
た
て
ま

つ
り

て
よ
み
侍
り
け
る
」

と
い
う
詞
書
が
あ

っ
て
、
こ
の
歌
が
哀
傷
歌
と
し
て
撰
入

さ
れ
た
事
情
は
、
先
の
詞
書
な
し
で
は

考
え
ら
れ
ず
、
ど
う
し
て
続
詞
花
集

の
記
載
を
除
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
条

院
に
対
し
匡
衡
の
馴
れ
す
ぎ
な
態
度
が
撰
集
の
際
問
題
と
な

っ
て
、
あ
え
て
こ

の
事
情
を

「題
し
ら
ず
」
と
記
述
す
る
こ
と
で
、
歌
だ
け
か
ら
詠
み
取
れ
る
雑

歌
的
な
部
分
と
分
け
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
莇

(春
下
)、
跚

(哀
傷
歌
)
は
、
業
平

の
花
に
あ
か
ぬ
歎
き
は

い
つ
も
せ
し
か
ど
も
け
ふ
の
こ
よ
ひ
に
似
る
時
は
な
し

白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
露
と
答

へ
て
消
な
ま
し
も

の
を

と

い
う
歌
だ
が
、
鮖
は

「
伊
勢
物
語
」
第
二
九
段
、
跚
は
六
段

(芥
川
の
段
)

に
そ
れ
ぞ
れ
載

っ
た
有
名
な
歌
で
あ
る
。
当
時
か
ら
こ
の
両
歌
は
「伊
勢
物
語
」

の
歌
と
し
て
、
世

に
知
ら
れ
て
お
り
、
具
体
的
な
詠
歌
事
情
を
記
す
ま
で
も
な

い
も
の
と
い
う
意
味
で
、

「題
し
ら
ず
」
と
し
た
も
の
と
思
え
る
。

新
古
今
集
の

「
題
し
ら
ず
」
歌
に
は
、
確
か
に
、
そ
の
歌
の
詠
歌
事
情
を
知

る
こ
と
の
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
全
般
的
に
は
公
的
な
表
記
と
い
う
面
を

重
視
し
、
そ
れ
に
不
都
合
な
詞
書
は
除
去
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
同

ω

時
に
そ
れ
は
読
む
側
を
充
分
意
識
し
て
の
作
意
が
感
じ
取
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ω

ま
た
、
題
は
わ
か

っ
て
い
て
も
、
特
記
す
べ
き
ほ
ど
の
こ
と
も
な

い
時
に
は
、

「
題
し
ら
ず
」
と
す
る
。
著
名
歌
人
の
場
合
に
そ
れ
が
多

い
よ
う
で
あ
り
、
歌

独
自
で
文
学
的
な
評
価
を
得
る
歌
に
多
く
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

3

い
く

つ
か
の
間
題

前
述
し
た
八
代
集
の
変
遷
を
考
察
し
て
い
く
う
ち
に
い
く

つ
か
の
間
題
に
気

づ

い
た
の
で
、
次
に
簡
単
に
触
れ
て
お
き
、
そ
の
詳
細
は
稿
を
改
め
た
い
。

八
代
集
の

「
題
し
ら
ず
」
歌
に
は
巻
頭
に
位
置
し
て
い
る
も

の
が
多

い
。
巻

名
と
作
者
を
以
下
に
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

古

今

集

恋

一
は
勝
獄
、
恋
二
少
町
、
恋
四
は
肋
嶽
、
雑
上

は
勝
凱
、
下
は
赫
獄
、

雑
躰

は
敦

後

撰

集

夏

は
勝
嶽
、
秋
下

は
赫
鏃
、
冬

は
勝
獄
、
恋
五

業
平

拾

遺

集

恋
二
は
勝
嶽
、
恋
三

は
勝
獄
、
恋
四

人
麿
、
雑
春

躬
恒
、
雑
恋

人
麿
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後
拾
遺
集

金

葉

集

詞

花

集

千

載

集

新
古
今
集

こ
れ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ら
ず
L
が
多
く
、

れ
て
い
る
現
象
で
あ
る
。

巻
頭
歌
は
、
そ
の
巻
の
総
序
と
も

い
う

べ
き
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
歌

を
配
す
る
か
は
撰
者
に
と

っ
て
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

巻
の
初
頭

の
イ
メ
ー
ジ
を
強
烈
に
打
ち
出
す
歌
で
も
あ
り
、
全
般
的

に
観
念
的
、

客
観
的
な
歌
が
多

い
よ
う
だ
が
、
歌
の
文
学
性
を
充
分
発
揮
し
た
名
歌
で
あ
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

新
古
今
集
で
は
、
恋
歌

(
一
～
五

)

の
巻
頭
を
飾
る
歌
を
、

「よ
み
人
し
ら

ず
し
の
、

鰯
よ
そ
に
の
み
見
て
や
や
み
な
ん
葛
城

や
高
岡

の
山
の
峰

の
白
雲

を
置
く
、
こ
の
よ
う
に
恋

一
の
巻
頭

に
よ
み
人
し
ら
ず
の
歌
を
置

い
た
例
は
古

A
7集

に
あ
る
。
そ
の
巻
頭
歌
は
、

嫻
郭
公
な
く
や
さ
月
の
あ
や
め
ぐ
さ
あ

や
め
も
し
ら
ぬ
こ
ひ
も
す
る
哉

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、

つ
の
る
恋
心
を

ど
う
し
た
ら
良

い
の
か
、
な
す
す

べ
を

知
ら
ぬ
と
い
っ
た
あ
や
め
に
託
し
て
よ
ん
だ
初
恋
を
詠
じ
た
も

の
と
し
て
、
恋

一
の
巻
頭
に
配
置
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

「ほ
と
と
ぎ
す
」
に
注
目
し
て
、

ま
ヨ

こ
の
歌
の
解
釈
に
は
諸
説
あ
る
が
、

古
今
集

の
こ
の
例

に
習

っ
て
か
、
新
古
今
集
で
も
恋

一
の
巻
頭
を
よ
み
人
し

ら
ず
歌
を
置
く
、
古
今
集

の
配
列
を
意
識
し
た
様
子
が
看
取
さ
れ
る
。

巻
頭
に
位
置
す
る

「題
し
ら
ず
」
歌

は
、
巻
の
序
と
し
て
の
役
割
を
担

っ
た
、

詠
歌
事
情
に
左
右
さ
れ
な

い
、
歌
独
自

の
普
遍
性
を
持

っ
た
歌
で
占
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
だ
ろ
う

。
そ
れ
は
後
拾
遺
集
以
降

で
は
著
名
歌

人
の
詠
歌
に
よ

っ
て
い
る
事
実
か
ら
も

理
解
で
き
よ
う
。

雑

一
為
政
、
誹
諧
歌

は
勝
嶽

な
し

秋

好
忠
、
冬

好
忠

秋
下
獣
懺
、
羇
旅

範
水
、
恋
三
実
方
、
恋
四
姻
褓
、
恋
五
相
模

夏

鵡
鞴
、
秋
上

家
時
、
哀
傷
歌

遍
昭
、
恋

一
は
赫
凱

拾
遺
集
迄
の
巻
頭
歌
人
に
は

「よ
み
人
し

後
拾
遺
集
以
降
で
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
実
名
者

で
占
め
ら

4

恋
歌
中
の

「
題
し
ら
ず
」
歌

一
般
的
に
、
恋

の

「題
し
ら
ず
」
歌
は
、
私
詠

の
と
き
ま
た
は
独
詠
歌
の
場

合
な
ど
が
主
で
あ
る
。
恋
巻
中
の

「題
し
ら
ず
」
歌
で
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
解

釈
に
問
題
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
拾
遺
集
、
恋
二
、
㎜
の
権
中

納
言
敦
忠

の
歌
に
、

あ
ひ
見
て
の
の
ち
の
心
に
比
ぶ
れ
ば
昔
は
も
の
も
思
は
ざ
り
け
り

と
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
拾
遺
抄

の
詞
書
に
は

「は
じ
め
て
女
の
も
と
に
ま
か
り

て
、
ま
た
の
朝

に
つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
り
、
「古
A
7六
帖
」

で
は

「
あ
し
た
」

の
歌

の
中
に
入
れ
て
い
る
の
で
、
両
者
と
も

こ
の
歌
を
後
朝
の
歌
と
す
る
。
し

か
し
、
典
拠
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
西
本
願
寺
本

「敦
忠
集
」
で
は

「御
厘
殿

の
別
当
に
し
の
び
て
通
ふ
に
、
親
聞
き
つ
け
て
制
す
と
聞
て
」

と
親
が
許
さ
な

か
っ
た
恋
で
あ
る
と

い
う
詠
歌
事
情
を
述
べ
た
詞
書
を
付
す
。

す
る
と
、
こ
れ
ら
の
詞
書
に
従
え
ば
、
何
通
り
か
の
解
釈
が
で
き
そ
う
で
あ

る
。
拾
遺
集
で
は
こ
れ
ら
の
詞
書
を

一
切
省
い
て

「題
し
ら
ず
」
と
す
る
。

撰
者
公
任
は
、
こ
の
敦
忠
の
歌
を
後
朝
と
解
し
、
さ
ら
に
後
代

に
な

っ
て
こ

の
歌
の
解
釈

の
幅
は
更

に
漠
然
と
な

っ
て
し
ま

っ
て
、
単
に
そ
れ
ら
の
詠
作
事

情
を
記
述
す
る
必
要
性
を
感
じ
な
か

っ
た
為
か
そ
れ
ら
を
包
み
隠
す

「題
し
ら

ず
」
と
詞
書
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
歌
は

「百
人

一
首
」

に

も
と
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
公
任
と
同
じ
後
朝

の
歌
と
し
て
い
る
。

恋
の

「
題
し
ら
ず
」
歌
に
は
、
こ
の
よ
う
に
詞
書
に
よ

っ
て
そ
の
歌

の
解
釈

の
方
向
が
示
唆
さ
れ
る
し
、
ま
た
撰
者

の
受
け
止
め
方
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
恋
歌
全
体
に
つ
い
て
い
え
ば
、
恋
歌
中

の

「題

し
ら
ず
」

に
は
、
あ
え
て
詞
書
に
詠
歌
事
情
を
記
述
し
な
く
て
も
良

い
歌
と
、

そ
の
歌

の
解
釈
上
に
は
ぜ
ひ
詞
書
の
ほ
し

い
歌
と
に
分
け
ら
れ
る
。

恋
の
経
過
に
よ

っ
て
、
分
類
す
る
恋
歌
の
場
合
、
四
季
歌
等
の
場
合
と
異
な

っ
て
詞
書
の
表
示
に
は
、
類
似
性
が
あ
る
し
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
区
別
し

記
述
し
て
入
集
さ
せ
る
か
は
、
撰
者

の
解
釈
に
他
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
詞
書

を
除

い
て
、
他
の
詞
書
と
区
別
す
べ
く

「題
し
ら
ず
」
と
し
た
恋
歌
に
は
、
何

ら
か
の
事
情
を
有
し
た
歌
が
多

い
と

い
う
こ
と
は
言
え
よ
う
。
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こ
の
他
、
八
代
集
を
通
し
て
好
忠
、
和
泉
式
部
、
相
模
ら
に

「題
し
ら
ず
」

歌
が
多

い
点
、

つ
ま
り
、
あ
る
作
者

に
限

っ
て
登
用
す
る

「題
し
ら
ず
」

の
問

題
や
、
同
じ
歌
合

、
歌
会
、
屏
風
歌
詠
を
、
区
別
し
て

「題
し
ら
ず
」
と
し
て

入
集
す
る
場
合
な
ど
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
在
る
の
か
等
、
細

々
に
渡

っ
て

は
、
疑
問
が
多
く
あ
る
。
単
な
る
現
象

面
の
抽
出

に
滞
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ

た
よ
う
だ
が
、

こ
れ
ら

の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
ま
た
改
に
考
え
直
し
た
い
と
考

え
て
い
る
。

3

・
3
)

竹
岡
正

夫
氏

「
古
今
和
歌
集
全
評
釈

・
下
」

に
、
本
歌

の
評
で

「
あ
や
め
も
知
ら

ぬ
」

に
注
目
し

て

「
毎
日
繁
雑
な
田
植
え
の
仕
事
に
追

い
ま
く
ら
れ
な
が
ら
、
そ

の
間
、
逢
え
な

い
で
ず
う

っ
と
恋

い
続

け
て
い
る
、
そ
の
鬱
陶

し
く
、
や
や
こ
し

く
整
理

の
で
き
ぬ
恋

の
気
持
を
表
現
し
た
も

の
と
も
解
せ
る
」

と
も
述
べ
て
お
ら

れ
農
民

の
歌
謡
を
、

そ
の
土
俗
性
を
洗

い
流
し
て
こ
こ
に
初
恋

の
歌
と
解
釈

し
た

と
見
る

こ
と
も

で
き
よ
う
と
推
察

さ
れ
る
。

ま

と

め

第25集研 究 紀 要

八
代
集
に
お
け
る

「題
し
ら
ず
」
歌

の
変
遍
を
、
概
略
的
で
は
あ
る
が
、
各

集

に
於
け
る
特
徴
を
把
え
な
が
ら
述
べ
て
き
た
。
古
今
集

の
古
歌
な
ど
に
い
う

単
な
る
作
歌
事
情
の
不
詳
な
際
に
付
す

「題
し
ら
ず
」
は
、
徐
々
に
そ
の
許
容

範
囲
を
広
げ

て
ゆ
き
、
公
的
記
録
性
を
意
識
し
た
用
語
と
し
て
、
幾
と
お
り
か

の
解
釈
を
示
す
結
果
に
な

っ
て
い
る
。

時
代
変
遷
の
過
渡
期
に
編
纂

さ
れ
た
古
A
7集
で
は
、

「
題
し
ら
ず
、
読
み
人

し
ら
ず
」
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
歌
に
は
古
歌
特
有

の
万
葉
振
り
を
示
す
歌
が
目

立
ち
、
ま
た
他
方

で
は
撰
者
ら
は
恋
歌

な
ど
の
私
事
情
な
詞
書
は
、
意
識
し
て

削
除
す
る
な
ど
、
公
的
記
録
性

の
崩
芽

が
こ
の
詞
書
を
通
し
て
も
見
受
け
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
公
的
記
録
性
は
、
後
拾
遺
集
あ
た
り
か
ら
し
だ

い
に
強
ま
り
、

新
古
今
集

に
至

っ
て
は
、
か
な
り
意
図

さ
れ
た
状
況
を
表
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
勅
撰
集
と
は
言

っ
て
も
、

一
集

一
集
に
そ
の
時
代

の
政
治
的
な
色

彩
や
、
編
纂
意
識
、
編
纂
者
等

の
違

い
が
あ
り
、
詞
書

の
問
題
に
も
こ
れ
ら
は

投
影
さ
れ

、
各
時
代
に
沿

っ
て
、
歌
の
持

つ
文
学
性
な
ど
も
主
張
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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