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一
方
、
雀
は
和
歌
で
は
殆
ど
登
場
し
な
い
。
丹
羽
博
之
は
、
漢
詩
に
み

ら
れ
る
が
和
歌
に
登
場
し
な
い
題
材
に
つ
い
て
の
論
考
の
中
で
、
和
歌
に

採
用
さ
れ
る
題
材
に
い
く
つ
か
の
傾
向
が
見
出
だ
さ
れ
る
と
い
ふ（
２
）。

丹
羽

論
文
か
ら
左
に
引
用
す
る
。

①
鳴
き
声
の
美
し
さ
（
鶯
・
時
鳥
・
鹿
・
雁
）

②
そ
の
季
節
の
特
徴　

代
表
す
る
景
物
（
鶯
・
時
鳥
・
雁
・
鹿
）

③
恋
の
結
び
つ
く
も
の
（
雁
・
鹿
・
時
鳥
・
七
夕
・
蛍
・
鵲
）

④
掛
詞
・
序
詞
・
縁
語
・
歌
枕
と
結
び
つ
く
も
の
（
蛍
・
弓
張
り
月
）

一
、
は
じ
め
に

　

雀
（
ス
ズ
メ
）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ジ
ア
の
広
き
に
わ
た
つ
て
分
布

す
る
鳥
で
、
日
本
に
は
全
国
的
に
み
ら
れ
る
。
古
来
、
ス
ズ
メ
は
人
の
暮

ら
し
の
中
で
日
常
的
に
目
に
し
た
で
あ
ら
う
。
そ
の
た
め
、
史
書
に
も
登

場
し
、平
安
時
代
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
飼
ひ
雀
の
風
習
も
登
場
す
る
し
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
「
雀
報
恩
事
」
が
あ
り
、
平
安
時
代
以
降
、
多

く
の
文
学
作
品
で
題
材
と
さ
れ
る（
１
）。
漢
詩
に
お
い
て
も
、
雀
は
『
詩
経
』

以
来
、
極
め
て
よ
く
み
ら
れ
る
。

雀
と
和
歌

―
和
歌
の
珍
奇
題
材
の
検
討
―

ス
ピ
ア
ー
ズ　

ス
コ
ッ
ト
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こ
れ
ら
の
条
件
を
多
く
満
た
す
題
材
は
、
和
歌
に
採
用
さ
れ
る
確
率
が

高
く
、
逆
に
ど
の
条
件
も
満
た
さ
な
い
も
の
は
、
殆
ど
和
歌
に
み
ら
れ
な

い
傾
向
に
あ
る
と
い
ふ
。

　

右
の
や
う
な
傾
向
に
は
、
雀
は
ど
れ
ほ
ど
当
て
は
ま
る
の
だ
ら
う
か
。

ま
づ
、
上
代
か
ら
南
北
朝
期
頃
ま
で
の
雀
を
詠
ん
だ
歌
を
検
討
し
て
、
最

後
に
こ
の
問
題
に
立
ち
戻
る（
３
）。

二
、
上
代

　

雀
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
を
始
め
と
し
て
、
多
く
の
散
文
作
品

に
登
場
す
る
。『
古
事
記
』
で
は
、
次
の
歌
謡
に
見
ら
れ
る（
４
）。

も
も
し
き
の　

大お
ほ

宮み
や

人び
と

は　

鶉う
づ
ら

鳥と
り　

領
巾ひ
れ

取と

り
掛か

け
て　

鶺ま
な
ば
し
ら鴒　

尾を

行ゆ

き
合あ

へ　

庭に
は

雀す
ず
め　

踞う
ず

集す
ま

り
ゐ
て　

今け

ふ日
も
か
も　

酒さ
か

漬み
づ

く
ら

し　

高た
か

光ひ
か

る　

日ひ

の
宮み
や

人び
と　

事こ
と

の
語か
た

り
言ご
と

も
こ
を
ば

　

こ
れ
は
雄
略
天
皇
が
豊
楽
（
と
よ
の
あ
か
り
、
宴
会
）
に
際
し
て
歌
つ

た
も
の
と
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。「
庭
雀
」
は
ど
の
や
う
な
比
喩
な
の
か
は

審
ら
か
で
は
な
い
が
、
雀
が
群
が
る
や
う
に
、
廷
臣
が
宮
中
に
集
ま
つ
て

蹲
つ
て
ゐ
る
様
を
描
写
し
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る（
５
）。

こ
の
歌
謡
自
体
の
影

響
は
平
安
朝
以
後
の
和
歌
に
は
認
め
ら
れ
な
く
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
の

間
で
多
少
材
料
と
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
が
、
雀
の
群
が
る
さ
ま
は
、
平
安

時
代
以
後
、
繰
り
返
し
描
か
れ
る
。

三
、
平
安
時
代

　
『
万
葉
集
』
に
雀
は
登
場
し
な
い
。
勅
撰
和
歌
集
で
の
初
見
は
鎌
倉
時

代
末
の
『
玉
葉
和
歌
集
』
の
中
の
一
首
だ
。
そ
の
た
め
、
勅
撰
和
歌
集
以

外
の
資
料
を
頼
り
に
、
和
歌
の
中
の
雀
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

現
存
す
る
雀
の
和
歌
の
初
例
は
、
管
見
に
入
る
限
り
、
曾
禰
好
忠
の
家

集
『
曾
丹
集
』（『
好
忠
集
』）
の
次
の
一
首
で
あ
る（
６
）。

　
　

三
月
中

ね
や
の
う
へ
に
す
ず
め
の
こ
ゑ
ぞ
す
だ
く
な
る
出
た
ち
が
た
に
子
や

な
り
ぬ
ら
ん 

（
七
三
番
歌
）

　

こ
れ
は
三
百
六
十
首
歌
中
の
一
首
で
、
晩
春
の
情
景
を
描
い
て
ゐ
る
。

描
写
さ
れ
る
の
は
、
雀
そ
の
も
の
と
い
ふ
よ
り
も
、
雀
の
雛
が
孵
る
こ
と

で
あ
り
、
季
節
感
は
そ
こ
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
俳
句
で
は

雀
は
季
語
と
は
な
ら
ず
、
春
の
季
語
と
し
て
「
雀
の
子
」
が
あ
り
、
こ
の
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好
忠
詠
と
の
関
連
も
あ
ら
う（
７
）。
ま
た
、
こ
の
一
首
は
『
白
氏
文
集
』
５
０

９
の
「
嘖
嘖
雀
引
雛
、
稍
稍
笋
成
竹
」
等
、
漢
詩
文
の
影
響
の
可
能
性
も

指
摘
さ
れ
て
ゐ
る（
８
）。

　

次
に
雀
が
み
ら
れ
る
の
は
院
政
期
の
私
家
集
や
定
数
歌
の
中
だ
。
成
立

時
期
に
前
後
は
あ
る
が
、
ま
づ
定
数
歌
を
み
る
。『
堀
河
百
首
』「
田
家
」

題
で
師
時
が
次
の
一
首
を
詠
ん
だ
。

む
れ
て
ゐ
る
田
中
の
や
ど
の
む
ら
雀
わ
が
ひ
く
ひ
た
に
さ
わ
ぐ
な
る

か
な 

（
一
五
一
三
番
歌
、
源
師
時
）

　

こ
こ
で
は
、田
園
風
景
の
中
で
の
雀
が
描
写
さ
れ
る
。「
ひ
た
」と
は「
引

板
」
で
、
作
物
を
守
る
た
め
、
竹
の
管
を
板
か
ら
下
げ
、
引
く
と
音
を
立

て
て
鳥
獣
を
驚
か
す
道
具
だ
。「
鳴
子
（
な
る
こ
）」
と
も
い
ふ
。
歌
の
季

節
は
特
定
し
が
た
い
が
、
夏
・
秋
の
歌
と
み
て
よ
い
だ
ら
う
。

　

右
の
一
首
と
同
様
の
光
景
が
同
百
首
「
田
家
」
歌
の
中
で
「
稲
負
鳥
（
い

な
お
ふ
せ
ど
り
）」
と
い
ふ
鳥
に
つ
い
て
も
描
か
れ
て
ゐ
る
。

秋
田
も
る
お
し
ね
の
ひ
た
は
は
へ
た
れ
ど
い
な
お
ほ
せ
鳥
の
き
な
く

な
る
か
な 

（
一
五
一
一
番
歌
、
藤
原
仲
実
）

我
か
く
る
門
田
の
ひ
た
に
お
ど
ろ
き
て
い
な
お
ほ
せ
鳥
の
立
ち
や
さ

わ
が
ん 

（
一
五
一
四
番
歌
、
藤
原
顕
仲
）

　
「
稲
負
鳥
」
は
古
今
伝
授
の
三
鳥
と
し
て
有
名
だ
が
、
そ
の
実
態
は
よ

く
分
か
ら
ず
、
中
世
以
降
、
多
く
の
説
が
生
ま
れ
る
に
至
つ
た
。
そ
の
中

で
、
雀
と
す
る
説
も
あ
る
。
右
の
両
首
も
雀
の
描
写
か
も
し
れ
な
い（
９
）。

　

保
延
元
年
（
一
一
三
五
）
頃
の
『
為
忠
家
後
度
百
首
』
で
は
、
冬
・
雪

十
五
首
中
に
二
首
が
確
認
で
き
る
。

（
竹
園
雪
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兵
庫
頭
仲
正

た
け
に
ふ
す
ね
ぐ
ら
の
す
ず
め
け
が
へ
し
て
う
へ
は
に
ゆ
き
の
ふ
り

に
け
る
か
な 

（
四
六
六
番
歌
）

（
牆
根
雪
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
後
守
為
経

あ
さ
ご
と
に
や
ど
に
さ
へ
づ
る
む
ら
す
ず
め
こ
し
ば
の
ゆ
き
を
ふ
み

な
ち
ら
し
そ 

（
五
二
五
番
歌
）

　

家
永
香
織
が
こ
の
二
首
に
つ
い
て
興
味
深
い
説
を
提
示
し
て
ゐ
る

）
（（
（

。
ま

づ
、
中
正
の
歌
は
雀
の
上
に
雪
が
降
り
被
つ
た
こ
と
を
、
羽
が
抜
け
白
く

生
え
替
は
つ
た
や
う
に
描
写
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
。
一
方
、
為
経
の
歌
は

『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
中
の
、
若
紫
が
住
む
「
な
に
が
し
の
僧
都
」
坊
が

想
起
さ
れ
る
と
す
る
。
無
論
、
同
場
面
で
幼
い
紫
の
上
が
飼
つ
て
ゐ
た
雀
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を
犬
君
が
逃
す
。『
源
氏
物
語
』
の
こ
の
場
面
と
の
関
連
も
考
へ
ら
れ
る

が
、
美
し
く
小
柴
垣
に
降
り
積
も
つ
た
雪
を
、
雀
に
散
ら
さ
な
い
で
ほ
し

い
と
い
ふ
描
写
に
留
ま
つ
て
も
、
情
趣
あ
る
歌
で
も
あ
る
。

　

同
時
期
の
歌
人
の
家
集
に
目
を
転
じ
る
。
ま
づ
、
源
俊
頼
の
家
集
『
散

木
奇
歌
集
』
に
次
の
歌
と
連
歌
が
み
ら
れ
る
。

（
恨
躬
恥
運
雑
歌
百
首　

沙
弥
能
貪
上
）

は
た
け
ふ
に
き
び
は
む
し
じ
め
し
じ
め
き
て
か
し
ま
し
き
ま
で
よ
を

ぞ
う
ら
む
る 

（
一
五
一
四
番
歌
）

す
ず
め
の
き
ざ
は
し
の
男
ば
し
ら
に
ゐ
て
な
く
を
み
て　

肥
後

君

す
ず
め
こ
そ
を
と
こ
ば
し
ら
に
な
き
ゐ
た
れ 

（
一
五
八
〇
番
歌
）

つ
く

き
ざ
は
し
た
な
く
い
ひ
や
し
つ
ら
ん

　

雀
は
「
す
ず
め
」
や
「
す
ず
み
」
と
呼
ば
れ
た
や
う
だ
が
、「
し
じ
め
」

と
す
る
の
は
こ
の
一
例
だ
け
ら
し
い
。『
袖
中
抄
』
で
は
「
此
俊
頼
歌
に

は
し
ゞ
め
し
ゞ
ね
き
て
し
て
と
あ
る
は
、
鳴
心
と
聞
こ
え
た
り
。
し
ゞ
め

は
す
ゞ
め
な
り
。
し
す
同
音
な
れ
ば
よ
め
り
。」
と
、
同
歌
に
つ
い
て
説

く
）
（（
（

。
不
条
理
な
世
の
中
を
嘆
く
自
分
を
う
る
さ
く
黍
を
つ
い
ば
む
雀
に
例

へ
て
ゐ
る
）
（（
（

。

　

連
歌
で
は
、
珍
し
く
雀
は
恋
の
歌
に
登
場
す
る
の
だ
が
、『
散
木
奇
歌

集
標
注
』
の
説
に
よ
る
と
、
こ
の
「
す
ず
め
」
は
女
房
の
名
前
だ
と
い

ふ
）
（（
（

。
俊
頼
の
句
で
は
「
き
ざ
は
し
た
な
く
」
と
は
「
階
（
き
ざ
は
し
）」

と
「
は
し
た
な
く
」
を
か
け
る
。
こ
の
や
り
と
り
は
男
柱
（
橋
や
階
の
端

に
あ
る
太
い
柱
）
に
雀
が
飛
び
つ
い
て
鳴
い
て
ゐ
る
様
子
を
擬
人
化
し
た

も
の
だ
ら
う
か
。

　

ま
た
、
俊
頼
の
歌
と
し
て
南
北
朝
期
成
立
の
『
六
花
和
歌
集
』（
貞
治

三
年
、
一
三
六
四
以
降
）
に
次
の
一
首
が
み
ら
れ
る
。

む
れ
て
ゐ
る
田
中
の
庵
の
い
な
す
ず
め
我
が
ひ
く
ひ
た
に
さ
わ
ぎ
ぬ

る
か
な 

（
六
四
五
番
歌
）

　

俊
頼
の
実
作
か
は
不
明
だ
が
、
同
様
の
歌
が
延
文
（
一
三
五
六
～
一
三

六
〇
）
頃
の
『
三
百
六
十
首
和
歌
』
七
月
中
旬
の
歌
と
し
て
も
み
ら
れ
る

（
第
二
句
「
田
中
の
畝
の
」、
第
四
・
五
句
「
我
が
引
く
た
び
に
さ
わ
ぐ
間

も
が
な
」、
二
一
二
番
歌
）。
当
時
で
は
俊
頼
の
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
た

で
あ
ら
う
。『
堀
河
百
首
』
師
時
詠
と
同
様
の
情
景
が
描
か
れ
て
ゐ
る
。

　
『
基
俊
集
』
で
は
、
藤
原
基
俊
と
三
条
大
納
言
実
行
と
の
贈
答
が
あ
る
。
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三
条
大
納
言
、
聞
ゆ
る
事
侍
り
て
人
つ
か
は
し
た
る
に
、
ち
が

ひ
て
か
れ
よ
り
か
く
い
ひ
お
こ
せ
ら
れ
た
り
し

か
ぎ
り
あ
れ
ば
富
士
の
高
ね
に
な
る
さ
は
の
我
が
お
と
づ
れ
に
あ
に

ま
さ
ら
め
や

返
し

た
ま
さ
か
に
む
れ
ゐ
る
す
ず
め
朝
ご
と
に
我
こ
そ
ま
づ
は
お
ど
ろ
か

し
つ
れ 

（
九
三
・
九
四
番
歌
）

　

基
俊
は
実
行
に
頼
み
事
が
あ
つ
て
使
者
を
派
遣
し
た
が
、
実
行
の
歌
で

そ
の
依
頼
に
肯
定
的
に
解
答
し
て
ゐ
る
。
そ
の
一
方
で
基
俊
は
、
心
情
の

不
安
定
の
た
め
寝
付
き
が
悪
く
、
早
起
き
の
は
ず
の
雀
を
か
え
つ
て
起
こ

し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
、
と
訴
へ
る
。

　

六
条
院
宣
旨
（
顕
良
女
、
俊
成
室
）
の
家
集
『
六
条
院
宣
旨
集
』
に
は

次
の
『
堀
河
百
首
』
題
で
詠
ま
れ
た
一
首
が
あ
る
。

　
　
　
　

た
の
い
へ

い
な
す
ず
め
む
れ
わ
た
る
な
り
し
づ
の
や
の
か
ど
た
の
ひ
た
に
て
だ

ま
や
す
む
な 

（
九
四
番
歌
）

　

趣
向
は
『
堀
河
百
首
』
中
の
歌
と
同
様
に
、
田
中
の
風
景
だ
。

　
『
行
宗
集
』（
源
行
宗
の
家
集
）
所
収
崇
徳
天
皇
初
度
百
首
と
思
は
れ
る

百
首
歌
中
に
、「
竹
」
の
題
で
次
の
一
首
が
み
ら
れ
る
。

あ
か
ね
さ
す
ひ
も
く
れ
た
け
に
か
ぜ
ふ
け
ば
ね
ぐ
ら
さ
だ
め
ぬ
す
ず

め
な
く
な
り 

（
二
六
三
番
歌
）

　

こ
の
百
首
は
崇
徳
天
皇
在
位
中
の
保
安
四
年
（
一
一
二
三
）
か
ら
永
治

元
年
（
一
一
四
一
）
ま
で
の
間
に
詠
進
さ
れ
た
と
い
は
れ
て
を
り
、
右
の

『
為
忠
家
後
度
百
首
』
と
時
期
は
重
な
る
。
竹
と
雀
を
取
り
合
は
せ
た
歌

は
こ
の
頃
か
ら
詠
ま
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。

　

覚
性
法
親
王
（
鳥
羽
天
皇
皇
子
、
大
治
四
年
一
一
二
九
～
嘉
応
元
年
一

一
六
九
）
の
家
集
『
出
観
集
』
秋
部
に
「
田
家
霧
」
の
歌
と
し
て
次
の
一

首
が
あ
る
。

け
さ
は
た
だ
な
る
こ
も
ひ
か
じ
い
な
す
ず
め
た
ち
へ
だ
て
た
る
霧
に

ま
か
せ
て 

（
四
四
五
番
歌
）

　

平
安
時
代
末
の『
風
情
集
』（
藤
原
公
重
の
家
集
）に
二
首
確
認
で
き
る
。
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田
家
眺
望

い
ね
が
て
に
な
る
こ
の
す
ず
め
さ
わ
ぐ
め
り
や
ま
だ
の
い
ほ
に
日
影

く
る
れ
ば 

（
五
三
〇
番
歌
）

ね
や
の
う
へ
に
す
だ
く
す
ず
め
の
こ
ゑ
ば
か
り
し
う
し
う
と
こ
そ
ね

は
な
か
れ
け
れ 

（
五
五
八
番
歌
）

　

賀
茂
重
保
撰
の
『
月
詣
和
歌
集
』（
寿
永
元
年
、
一
一
八
二
成
立
）
十

月
部
で
は
一
首
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　

暁
雪
を
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
納
言
実
房

降
る
雪
に
ね
ぐ
ら
の
竹
や
を
れ
ぬ
ら
ん
よ
を
こ
め
て
な
く
村
雀
か
な

（
九
三
三
番
歌
）

　

雪
の
重
さ
に
下
折
れ
す
る
竹
の
描
写
は
同
時
代
の
歌
人
と
し
て
藤
原
範

兼
の
歌
「
あ
け
や
ら
ぬ
ね
ざ
め
の
床
に
き
こ
ゆ
な
り
籬
の
竹
の
雪
の
下
を

れ
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
六
六
七
番
歌
）
が
有
名
だ
が
、
早
朝
の
雪
と
と

も
に
聴
覚
的
要
素
を
取
り
入
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
共
通
点
が
見
出
だ
せ

る
。

　

西
行
の
『
山
家
集
』
冬
部
に
も
一
首
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

雪
埋
竹
と
云
ふ
事
を

雪
う
づ
む
そ
の
の
く
れ
竹
を
れ
ふ
し
て
ね
ぐ
ら
も
と
む
る
む
ら
す
ず

め
か
な 

（
五
三
五
番
歌
）

　
『
月
詣
和
歌
集
』
中
の
実
房
詠
と
同
様
だ
。
後
に
『
玉
葉
和
歌
集
』
に

撰
入
さ
れ
る
。

　

平
安
時
代
末
ま
で
、
和
歌
の
中
で
の
雀
の
本
意
が
定
ま
つ
て
き
た
と
み

ら
れ
る
。
雀
は
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
ど
の
季
節
に
も
見
ら
れ
る
鳥
だ
が
、

主
と
し
て
秋
の
収
穫
の
時
期
や
雪
の
降
る
冬
に
比
較
的
多
く
登
場
す
る
。

秋
の
場
合
、
田
園
風
景
の
中
で
、
特
に
引
板
・
鳴
子
の
音
に
驚
い
て
飛
ぶ

群
雀
が
よ
く
み
ら
れ
る
。
冬
で
は
、
竹
藪
の
中
や
詠
歌
主
体
の
宿
近
く
に

巣
籠
も
り
す
る
雀
が
騒
ぐ
姿
が
多
く
描
か
れ
る
。

四
、
新
古
今
時
代

　
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
雀
の
歌
は
な
く
、
こ
こ
で
い
ふ
「
新
古
今
時
代
」

と
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
歌
風
形
成
期
を
指
す
。
ま
づ
、
建
久
二
年
（
一
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一
九
一
）
に
九
条
良
経
が
自
邸
で
『
十
題
百
首
』
を
催
し
た
。
参
加
し
た

の
は
主
催
者
良
経
の
他
、
叔
父
慈
円
、
定
家
、
そ
し
て
寂
蓮
の
四
人
だ
つ

た
。
題
は
天
象
・
地
祇
・
居
処
・
草
・
木
・
鳥
・
獣
・
虫
・
神
祇
・
釈
教

で
、
各
十
首
が
詠
ま
れ
た
が
、
鳥
・
獣
・
虫
で
は
多
く
の
新
奇
な
題
材
が

み
ら
れ
る
。
家
集
の
中
に
良
経
と
定
家
は
雀
の
歌
を
残
し
て
ゐ
る
。

す
そ
の
に
は
い
ま
こ
そ
す
ら
し
こ
た
か
が
り
や
ま
の
し
げ
み
に
す
ず

め
か
た
よ
る 

（
藤
原
良
経
、『
秋
篠
月
清
集
』
二
五
五
番
歌
）

な
る
こ
引
く
田
の
も
の
風
に
な
び
き
つ
つ
な
み
よ
る
暮
の
村
す
ず
め

か
な 

（
藤
原
定
家
、『
拾
遺
愚
草
』
七
五
六
番
歌
）

　

良
経
の
歌
は
小
鷹
狩
り
の
と
こ
ろ
、
雀
が
茂
み
に
逃
げ
込
む
光
景
だ
ら

う
か
。
定
家
歌
は
『
堀
河
百
首
』
以
来
の
読
み
方
を
踏
ま
へ
つ
つ
も
、
飛

来
す
る
雀
の
群
れ
を
「
な
み
よ
る
」
も
の
と
し
て
描
写
し
て
、
こ
れ
は
実

つ
た
稲
の
情
景
と
も
重
な
る
。

　

建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
頃
の
『
六
百
番
歌
合
』
で
は
、「
冬
朝
」
題

と
し
て
、
藤
原
兼
宗
の
歌
に
対
し
て
源
信
定
（
慈
円
）
が
雀
の
歌
を
詠
ん

で
ゐ
る
。

　
　
　

三
番

　
　
　
　

左　

勝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兼
宗

と
へ
か
し
な
に
は
の
し
ら
ゆ
き
あ
と
た
え
て
あ
は
れ
も
ふ
か
き
冬
の

あ
し
た
を 

（
五
四
五
番
歌
）

　
　
　
　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
定

の
き
の
う
ち
に
す
ず
め
の
こ
ゑ
は
な
る
れ
ど
も
人
こ
そ
し
ら
ね
け
さ

の
し
ら
ゆ
き 

（
五
四
六
番
歌
）

右
申
云
、
左
初
五
字
贈
答
と
お
ぼ
え
、
又
、
は
て
の
句
い

た
く
つ
よ
く
や
。

左
申
云
、
雀
相
応
し
て
も
不
聞
。

判
云
、
と
へ
か
し
な
と
お
け
る
、
贈
答
に
あ
ら
ざ
る
歌
、

贈
答
の
体
、
常
例
な
り
。
又
冬
朝
ま
は
す
べ
き
題
に
あ
ら

ず
、
た
だ
歌
の
よ
し
あ
し
ぞ
あ
る
べ
き
。
の
き
の
中
に
す

ず
め
の
こ
ゑ
の
な
る
る
こ
と
、
雪
の
朝
に
は
げ
に
あ
る
事

な
り
。
た
だ
、
し
も
の
句
は
宜
し
く
見
え
侍
り
、
雀
の
声

は
俗
に
ち
か
く
や
侍
ら
ん
。
左
は
て
の
句
い
た
く
つ
よ
し

と
右
方
人
申
し
侍
れ
ど
も
、
冬
朝
可
勝
や
侍
ら
ん
。

　

兼
宗
の
歌
は
右
方
に
贈
答
歌
の
や
う
で
、し
か
も
第
五
句
は「
強
い
」（
印

象
が
強
す
ぎ
る
か
）
と
批
判
す
る
の
に
対
し
て
、
慈
円
の
歌
は
「
雀
」
が

ふ
さ
わ
し
い
題
材
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
聞
こ
え
ず
」（
生
か
さ
れ
て
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ゐ
な
い
、
か
）
と
左
方
に
言
は
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
判
者
俊
成
は
、

左
の
歌
は
贈
答
歌
の
や
う
だ
と
い
つ
て
も
、
そ
の
や
う
な
読
み
方
は
普
通

に
あ
る
も
の
だ
、
そ
の
上
、
最
後
の
句
も
題
を
回
す
（
言
葉
を
換
へ
て
表

す
）
こ
と
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
問
題
な
い
と
す
る
。
一
方
、
右
の

歌
で
は
、
簷
に
雀
が
騒
ぐ
の
は
雪
の
朝
に
は
現
に
あ
る
光
景
だ
と
し
な
が

ら
も
、
下
の
句
は
平
凡
だ
と
い
ふ
。
ま
た
、「
雀
の
声
」
は
俗
つ
ぽ
い
と

い
ふ
。
こ
こ
に
い
ふ
「
雀
の
声
」
と
は
、
和
歌
中
の
表
現
を
指
す
に
留
ま

る
か
、
雀
の
鳴
き
声
そ
の
も
の
を
含
ん
で
俗
つ
ぽ
い
と
い
ふ
の
か
、
判
然

と
し
な
い
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
慈
円
の
歌
は
、
そ
の
平
凡
さ
と
俗
つ
ぽ
さ

か
ら
負
け
と
さ
れ
て
し
ま
つ
た
）
（（
（

。

　
『
正
治
初
度
百
首
』
は
、
後
鳥
羽
上
皇
が
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
に

詠
進
を
命
じ
た
百
首
歌
で
、『
新
古
今
和
歌
集
』
撰
集
の
際
に
撰
歌
資
料

と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
歌
題
は
九
題
が
設

定
さ
れ
た
が
、そ
の
中
に
「
鳥
」
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
鳥
題
に
つ
い
て
、

永
青
文
庫
蔵
「
俊
成
・
定
家
一
紙
両
筆
懐
紙
」）

（（
（

に
み
ら
れ
る
や
り
と
り
の

中
で
、
雁
や
千
鳥
は
詠
む
べ
き
で
は
な
い
と
い
ふ
後
鳥
羽
上
皇
の
指
示
が

あ
つ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
久
保
田
淳
の
考
察
）
（（
（

に
よ
る
と
、
雁
・
千

鳥
等
は
、
季
節
詠
の
中
で
既
に
詠
ま
れ
て
ゐ
る
た
め
、
鳥
題
で
更
に
詠
ま

れ
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
鳥
題
に
お
い
て
新
し
い
素
材
を
使
つ
て
ほ
し

い
と
い
ふ
上
皇
の
思
惑
が
あ
つ
た
だ
ら
う
。
現
に
、
鳥
題
と
し
て
詠
ま
れ

た
各
歌
人
の
歌
は
、
和
歌
と
し
て
珍
し
い
鳥
が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
の
中

に
雀
の
歌
が
九
首
あ
る
。

秋
の
田
の
ほ
な
み
に
す
だ
く
む
ら
す
ず
め
な
る
こ
の
音
に
た
ち
さ
わ

ぐ
な
り 

（
一
九
四
番
歌
、
惟
明
親
王
）

お
も
へ
た
だ
す
ず
め
の
ひ
な
を
か
ひ
お
き
て
す
だ
つ
る
ほ
ど
は
か
な

し
き
も
の
を 

（
五
九
八
番
歌
、
源
通
親
）

よ
を
か
さ
ね
籬
の
竹
に
ふ
し
な
れ
て
軒
ば
に
き
ゐ
る
む
ら
す
ず
め
か

な 

（
七
九
八
番
歌
、
藤
原
忠
良
）

な
る
こ
ひ
く
門
田
の
お
も
の
む
ら
す
ず
め
お
ど
ろ
く
ほ
ど
の
う
れ
し

さ
も
が
な 

（
九
九
八
番
歌
、
藤
原
季
経
）

を
山
田
の
す
ご
が
な
る
こ
に
風
過
ぎ
て
ほ
な
み
に
さ
わ
ぐ
む
ら
す
ず

め
か
な 

（
一
〇
九
四
番
歌
、
藤
原
経
家
）

夕
さ
れ
ば
籬
の
竹
の
む
ら
す
ず
め
こ
れ
を
も
友
に
た
の
む
な
り
け
り

 

（
一
七
九
八
番
歌
、
生
蓮
）

と
も
す
ず
め
ひ
き
ゐ
て
お
り
ぬ
山
城
の
と
ば
の
田
づ
ら
に
落
ぼ
拾
ふ

と 

（
一
八
九
五
番
歌
、
藤
原
実
房
）

く
れ
竹
に
ね
ぐ
ら
あ
ら
そ
ふ
村
す
ず
め
そ
れ
の
み
友
と
聞
く
ぞ
さ
び

し
き 

（
一
九
九
七
番
歌
、
二
条
院
讃
岐
）

我
が
宿
の
そ
の
の
呉
竹
霧
こ
め
て
ね
ぐ
ら
も
と
む
る
村
す
ず
め
か
な
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（
二
一
九
四
番
歌
、
宜
秋
門
院
丹
後
）

　

こ
こ
に
は
従
来
の
秋
の
田
の
鳴
子
に
驚
く
雀
（
惟
明
親
王
、
季
経
、
経

家
）
や
田
の
雀
（
実
房
）、
竹
の
ね
ぐ
ら
で
騒
ぐ
雀
（
忠
良
、
生
連
、
二

条
院
讃
岐
、
宜
秋
門
院
丹
後
）
が
あ
る
が
、
通
親
は
飼
ひ
雀
を
詠
ん
で
ゐ

る
と
こ
ろ
に
異
色
が
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
や
う
に
、
新
古
今
時
代
に
お
い
て
、
新
鮮
・
珍
奇
な
題
材
が
求
め

ら
れ
る
機
会
、
例
へ
ば
『
正
治
初
度
百
首
』
の
や
う
に
百
舌
・
鳩
・
烏
等
、

和
歌
に
い
て
殆
ど
詠
ま
れ
な
い
鳥
類
が
登
場
す
る
中
、
雀
の
歌
も
み
ら
れ

る
。

六
、
鎌
倉
時
代
中
期
以
降

　

鎌
倉
時
代
を
通
し
て
、
雀
の
歌
は
皆
無
で
は
な
い
が
、
現
存
す
る
数
は

決
し
て
多
く
は
な
い
。

　

貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）、
二
十
六
歳
の
藤
原
為
家
（
定
家
息
）
が
詠

ん
だ
『
為
家
千
首
』
の
「
雑
二
百
首
」
中
に
次
の
一
首
が
み
ら
れ
る
。

夕
ひ
さ
す
か
ど
た
の
な
る
こ
ふ
く
か
ぜ
を
お
の
が
な
ら
ひ
に
た
つ
す

ず
め
か
な 

（
九
四
七
番
歌
）

　

寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
に
為
家
が
企
画
・
編
纂
し
た
『
新
撰
和
歌
六

帖
』
に
二
首
採
ら
れ
て
ゐ
る
。

（
こ
た
か
が
り
）　　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
信
実

すひ
ば
り
イ
ず
め
ゐ
て
せ
ば
き
か
り
ば
の
め
の
ま
へ
は
あ
は
す
る
た
か
も
ひ
と

は
ね
ぞ
と
ぶ 

（
七
三
九
番
歌
）

（
ひ
な
ど
り
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
知
家

人
ぞ
う
き
す
ず
め
の
ひ
な
の
て
な
れ
つ
つ
し
ば
し
も
身
を
ば
は
な
れ

ざ
る
ら
ん 

（
二
五
六
三
番
歌
）

　

信
実
歌
は
「
す
ず
め
」
で
は
な
く
「
ひ
ば
り
」
と
伝
へ
る
本
が
あ
つ
た

や
う
だ
。
知
家
の
歌
は
飼
ひ
雀
を
題
材
と
す
る
が
、『
正
治
初
度
百
首
』

通
親
歌
同
様
、
雛
が
巣
立
ち
す
る
こ
と
へ
の
悲
し
さ
が
詠
ま
れ
て
ゐ
る
。

　

鎌
倉
後
期
に
な
る
と
、ま
づ
後
二
条
院
（
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
生
、

徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）
崩
御
）
の
自
撰
歌
集
『
後
二
条
院
御
集
』
に
一

首
入
る
。

　
　
　
　

暮
林
鳥
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夕
あ
ら
し
の
さ
む
き
林
の
む
ら
す
ず
め
や
ど
り
あ
ら
そ
ふ
こ
ゑ
き
こ

ゆ
な
り 

（
一
三
五
番
歌
）

　

そ
し
て
、
伏
見
院
（
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
生
、
文
保
元
年
（
一
三

一
七
）
崩
御
）
の
家
集
『
伏
見
院
御
集
』
に
も
一
首
み
ら
れ
る
（
同
歌
は

一
九
四
五
番
歌
と
し
て
重
出
す
る
）。

　
　
　
　

寄
雪
鳥

む
ら
す
ず
め
と
ま
り
や
い
づ
こ
ふ
る
雪
に
ね
ぐ
ら
の
は
や
し
竹
を
れ

ぬ
な
り 
（
一
五
五
四
番
歌
）

　

勅
撰
和
歌
集
に
初
め
て
雀
が
登
場
す
る
の
は
鎌
倉
時
代
末
の
、
伏
見
院

が
撰
集
下
命
し
た
『
玉
葉
和
歌
集
』（
京
極
為
兼
撰
）
の
中
で
、
前
掲
の

西
行
法
師
の
一
首
だ
。
そ
の
他
、
同
じ
く
京
極
派
の
『
風
雅
和
歌
集
』（
光

厳
院
親
撰
、
花
園
院
監
修
）
に
二
首
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
勅
撰
和
歌
集

に
み
ら
れ
な
い
。『
風
雅
和
歌
集
』
の
歌
を
掲
げ
る
。

（
題
し
ら
ず
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
福
門
院

む
ら
す
ず
め
こ
ゑ
す
る
竹
に
う
つ
る
日
の
か
げ
こ
そ
秋
の
色
に
な
り

ぬ
れ 

（
四
五
九
番
歌
）

　
　
　
　

雑
歌
の
中
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浄
妙
寺
左
大
臣

く
れ
ぬ
る
か
ま
が
き
の
竹
の
む
ら
す
ず
め
ね
ぐ
ら
あ
ら
そ
ふ
声
さ
わ

ぐ
な
り 

（
一
七
三
八
番
歌
）

　

浄
妙
寺
左
大
臣
（
藤
原
経
平
）
の
歌
か
ら
新
味
は
見
出
だ
し
が
た
い
が
、

永
福
門
院
の
歌
は
竹
林
の
雀
に
秋
色
を
見
出
だ
す
と
こ
ろ
に
、
京
極
派
が

重
ん
じ
た
実
景
に
即
し
た
詠
法
が
み
ら
れ
る
。

　

勅
撰
和
歌
集
に
雀
が
登
場
し
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
『
六
百
番
歌
合
』

判
詞
に
み
ら
れ
る
や
う
に
、
雀
の
鳴
き
声
は
「
俗
」
で
あ
り
、
勅
撰
和
歌

集
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
は
れ
て
ゐ
た
た
め
か
と
推
測
す
る
。

七
、
終
は
り
に

　

始
め
に
掲
げ
た
丹
羽
博
之
の
諸
条
件
に
照
ら
し
合
は
せ
て
、
雀
が
和
歌

で
詠
ま
れ
な
い
題
材
と
な
つ
た
理
由
に
つ
い
て
考
へ
る
。

　

ま
づ
、①
に
あ
る
「
鳴
き
声
の
美
し
さ
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、『
六

百
番
歌
合
』
の
慈
円
（
源
信
定
）
歌
に
対
す
る
俊
成
判
詞
が
思
ひ
出
さ
れ

る
。
即
ち
、「
雀
の
声
は
俗
に
ち
か
く
や
侍
ら
ん
」
と
、
鳴
き
声
は
や
は

り
俗
つ
ぽ
い
と
い
ふ
指
摘
だ
。
確
か
に
、
雀
は
「
騒
ぐ
」
鳥
と
し
て
描
写

さ
れ
る
こ
と
は
あ
つ
て
も
、
可
愛
く
鳴
く
と
い
ふ
描
写
は
な
い
。
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②
の
季
節
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
考
へ
る
と
、
一
応
秋
の
題
「
田

家
」、
秋
の
収
穫
の
季
節
に
み
ら
れ
、
ま
た
竹
林
や
簷
の
雀
は
雪
と
と
も

に
冬
に
登
場
す
る
。
例
外
と
し
て
好
忠
の
雀
の
雛
の
歌
は
春
だ
。
そ
の
た

め
、
季
節
と
し
て
雀
は
稲
・
雪
・
竹
と
の
組
み
合
は
せ
で
秋
・
冬
の
鳥
と

し
て
認
識
さ
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
雁
等
の
渡
り
鳥
と
違
つ
て
、

留
鳥
の
た
め
、
一
年
中
み
ら
れ
る
。

　

③
の
恋
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
肥
後
と
俊
頼
と
の
間
の
連
歌
の
中

で
確
認
で
き
る
程
度
だ
。
雀
は
群
れ
て
暮
ら
す
た
め
、
恋
の
感
情
を
移
入

す
る
こ
と
が
困
難
だ
つ
た
で
あ
ら
う
。

　

④
で
は
、
同
じ
く
俊
頼
歌
で
は
「
し
じ
め
」
が
序
詞
・
掛
詞
と
し
て
使

用
さ
れ
る
程
度
で
、
歌
枕
・
縁
語
は
見
い
だ
せ
な
い
。
た
だ
、
歌
言
葉
と

し
て
「
む
ら
す
ず
め
」「
い
な
す
ず
め
」「
と
も
す
ず
め
」
が
早
い
段
階
で

広
ま
つ
た
や
う
だ
。

　

こ
の
他
に
、
雀
が
和
歌
に
詠
ま
れ
な
い
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

早
い
段
階
で
題
材
と
し
て
十
分
発
達
・
発
展
し
な
か
つ
た
こ
と
だ
。
田
園

も
し
く
は
人
家
（
簷
・
竹
林
）
と
い
ふ
限
ら
れ
た
情
景
の
中
で
、
群
れ
て

飛
ん
だ
り
騒
い
だ
り
す
る
雀
が
本
意
と
な
り
、
そ
こ
に
歌
人
達
は
広
が
り

を
求
め
な
か
つ
た
。

　

し
か
し
、
同
時
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
新
奇
・
新
鮮
な

題
材
が
求
め
ら
れ
た
時
に
、
雀
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
だ
。
身
近
な
鳥
で
、

伝
統
的
な
歌
の
材
料
と
さ
れ
な
か
つ
た
だ
け
に
、
珍
し
い
も
の
と
し
て
の

価
値
は
あ
つ
た
や
う
だ
。

注（
１
） 

日
本
文
学
の
中
の
雀
を
論
じ
た
も
の
に
、
脇
谷
秀
勝
「
す
ず
め
（
雀
）
と
文
学　

―
好
忠
・
一
茶
・
言
道
・
放
哉
・
山
頭
火
・
木
村
緑
平
を
中
心
に
―
」（『
帝
塚
山

大
学
教
養
学
部
紀
要
』
第
四
十
五
輯
、
一
九
九
六
年
）
が
あ
る
が
、
こ
の
他
に
各

種
辞
典
の
項
目
が
参
考
と
な
る
。
寺
山
宏
『
和
漢
古
典
動
物
考
』（
平
成
十
四
年
、

八
坂
書
房
）、
学
燈
社
国
文
学
編
集
部
『
古
典
文
学
動
物
誌
』（
平
成
六
年
、
学
燈

社
）、
菅
原
浩
編
『
図
説　

日
本
鳥
名
由
来
時
点
』（
一
九
九
三
年
、
柏
書
房
）
等
。

（
２
） 「
漢
詩
に
よ
ま
れ
る
も
の
・
和
歌
に
よ
ま
れ
る
も
の　

―
三
代
集
の
和
歌
と
漢
詩

―
」、
片
桐
洋
一
編
『
王
朝
文
学
の
本
質
と
変
容　

韻
文
編
』（
平
成
十
三
年
、
和

泉
書
院
）
所
収
。

（
３
） 

本
論
で
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
み
ら
れ
る
鎌
倉
時
代
に
至
る
ま
で
の
雀
歌
の

殆
ど
を
検
討
す
る
が
、
類
似
性
が
髙
い
題
材
の
た
め
、
省
略
し
た
も
の
も
あ
る
。

（
４
） 

土
橋
寛
・
小
西
甚
一
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

古
代
歌
謡
集
』（
一
九
五
七
年
、

岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
５
） 

倉
野
憲
司
・
武
田

吉
『
日
本
古
典
文
学
大
系
１　

古
事
記　

祝
詞
』
昭
和
三
十

三
年
、
岩
波
書
店
、
３
２
１
頁
。

（
６
） 

和
歌
の
本
文
・
歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
以
下
同
様
。

（
７
） 『
好
忠
集
』
に
も
う
一
箇
所
「
す
ず
め
」
と
い
ふ
言
葉
が
見
出
だ
さ
れ
る
。「
あ
さ

ぢ
ふ
も
す
ず
め
が
く
れ
に
な
り
に
け
り
む
べ
こ
の
も
と
は
こ
ぐ
ら
か
り
け
り
」

（「
三
月
を
は
り
」
歌
中
、
九
十
番
歌
）。「
す
ず
め
が
く
れ
」
と
は
「
雀
が
か
く
れ

る
程
度
の
高
さ
」（
久
松
潜
一
他
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

平
安
鎌
倉
私
家
集
』

一
九
六
四
、岩
波
書
店
、『
好
忠
集
』
は
松
田
武
夫
校
注
）
と
い
ふ
こ
と
の
や
う
で
、
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雀
そ
の
も
の
が
詠
ま
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
８
） 

川
村
晃
生
・
金
子
英
世
『『
曾
禰
好
忠
集
』
注
解
』
平
成
二
十
三
年
、
三
弥
井
書

店

（
９
） 『
堀
河
百
首
』
一
四
二
五
番
歌
「
い
た
く
ら
の
は
し
を
ば
た
れ
も
わ
た
れ
ど
も
い

な
お
ほ
せ
鳥
ぞ
過
ぎ
が
て
に
す
る
」（「
橋
」、
公
実
）
に
つ
い
て
『
堀
河
院
百
首

聞
書
』
は
「
い
な
お
ほ
せ
鳥
様
々
の
説
あ
り
。
此
歌
い
か
に
よ
め
る
に
か
不
審
。

一
に
は
石
た
た
き
、
一
に
は
雀
、
一
に
は
た
う
、
一
に
は
山
鳥
、
一
に
は
く
ゐ
な
、

一
に
は
雁
。
但
、有
人
云
、此
歌
の
い
な
お
ほ
せ
鳥
は
馬
也
ち
云
々
。
猶
可
尋
也
。」

と
注
記
す
る
（
橋
本
不
美
男
・
滝
沢
貞
夫
『
稿
本
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
と
そ
の

研
究　

古
注
索
引
編
』（
昭
和
五
十
二
年
、
笠
間
書
院
）
に
よ
る
、
た
だ
し
句
読

点
を
施
し
た
）。
ち
な
み
に
、『
堀
河
百
首
』
書
入
本
注
に
ほ
ぼ
同
文
が
あ
る
が
、

雀
説
は
な
い
。
や
は
り
「
稲
負
鳥
」
の
実
態
・
歌
語
と
し
て
の
用
法
が
特
定
し
が

た
い
。

（
10
） 『
歌
合
・
定
数
歌
全
釈
叢
書　

十
五　

為
忠
家
後
度
百
首
全
釈
』
二
〇
一
一
年
、

風
間
書
房

（
11
） 

川
村
晃
生
『
歌
論
歌
学
集
成
第
五
巻　

袖
中
抄　

下
』
平
成
十
二
年
、
三
弥
井
書

店
、
１
３
９
頁

（
12
） 

木
下
華
子
他
『
歌
合
・
定
数
歌
全
釈
叢
書
三　

俊
頼
述
懐
百
首
全
釈
』（
平
成
十

五
年
、
風
間
書
房
）
に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。

（
13
） 

関
根
慶
子
・
古
屋
孝
子
『
散
木
奇
歌
集　

集
注
篇
』
平
成
十
一
年
、
風
間
書
房
、

４
２
５
頁

（
14
） 

慈
円
に
は
こ
の
他
に
『
拾
玉
集
』
中
に
『
六
百
番
歌
合
』
の
歌
を
含
ん
で
七
首
み

ら
れ
、『
新
編
国
歌
大
観
』
中
の
歌
人
と
し
て
最
多
で
あ
る
。
世
俗
を
和
歌
に
取

り
込
ん
だ
歌
人
と
し
て
好
ま
れ
た
題
材
だ
つ
た
や
う
だ
。
参
考
の
た
め
、『
六
百

番
歌
合
』
以
外
の
歌
を
掲
げ
る
。

（
百
首
、
堀
川
院
題
）
田
家

な
る
こ
ひ
く
し
づ
が
か
ど
た
の
村
す
ず
め
あ
ぜ
つ
た
ひ
し
て
た
ち
さ
わ
ぐ
め
り

 

（
二
九
三
番
歌
）

（
一
日
百
首
）（
竹
）

夕
ま
ぐ
れ
ふ
し
に
く
げ
な
る
竹
に
し
も
な
ぐ
ら
あ
ら
そ
ふ
村
す
ず
め
か
な

 

（
九
六
四
番
歌
）

（
詠
百
首
倭
歌
）（
恋
）（
寄
竹
恋
）

う
ち
な
が
め
人
ま
つ
や
ど
の
呉
竹
に
心
み
だ
る
る
む
ら
す
ず
め
か
な

 

（
一
四
七
六
番
歌
）

（
詠
百
首
和
歌　

当
座
百
首
［
建
久
元
年
十
二
月
十
五
六
両
夜
］）

あ
け
ぬ
る
か
梢
に
よ
は
の
雪
と
ぢ
て
ね
や
の
軒
端
に
す
ず
め
鳴
く
な
り

 

（
二
一
六
六
番
歌
）

（
詠
百
首
倭
歌
）（
田
）

な
る
こ
ひ
く
し
づ
が
門
田
の
む
ら
雀
た
ち
ゐ
に
物
を
思
ふ
こ
ろ
か
な

 

（
二
二
一
八
番
歌
）

（
秋
歌
）

秋
の
田
に
む
れ
ゐ
る
か
り
の
た
つ
声
に
ち
が
ひ
て
お
つ
る
む
ら
す
ず
め
か
な

 

（
四
七
四
九
番
歌
）

（
15
） 

橋
本
不
美
男
「
正
治
百
首
に
つ
い
て
の
定
家
・
俊
成
勘
返
状
」『
和
歌
史
研
究
会

会
報
』
正
和
五
十
二
年
十
二
月
に
初
め
て
報
告
・
翻
刻
が
あ
る
。

（
16
） 「
藤
原
定
家
の
虚
構
と
現
実
」『
図
説
日
本
の
古
典　

古
今
集
・
新
古
今
集
』
昭
和

五
十
四
年
、
集
英
社


