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科
報

第
十
一
号

(昭
和
五
十
八
年
三
月
)

《
源

順

伝

》
断

章

撰
和
歌
所
寄
人
と
な
る
ま
で
ー

神

野

藤

昭

夫

一

源
順

(延
喜
十

一
年
〈
九
=
〉
～
永
観
元
年
〈
九
七
三
〉
)

の
足

か
け
七
十
三
年

の
生

涯

の
起
伏

を
た
ど

っ
て
み
る
と

二

つ
の
大
き

な
転
機
が
あ

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ

る
。そ

の
第

一
の
転
機

は
、
天
暦
中
期
、
順

四
十
代

の
初
め

に
お
く

こ
と
が
で
き

る
。

天
暦

五
年

〈
九
五
一〉
、
和
歌
所
寄
人

に
選
ば
れ

(
四
十

一
歳
)
、

同
七
年

〈
九
五

三
〉
、
文
章
生
と

な

っ
た

(
四
十
三
歳
)
頃

で
あ
る
。
書

陵
部
蔵
御
所
本

三
十

六

人
集

の
順
集

(
『
私
家
集
大
成
』
1
所

収
、
順
1
)

は
、
「
天
暦
御
時
屏
風

の
歌
」

づ
い
で

「
お
な
じ

お
り

に
、
お
ほ
せ
あ
り
て
、

や
ま
と
う
た
を
え
ら
ぶ
と

こ
ろ

を
な
し

つ
ぼ

に
さ
ぶ
ら
は
せ
給
ふ
」

と

い
う
記
事

か
ら
始

め
、

「
あ

る
所

に
お

と

こ
女

か
た
わ
き
て
」
催
さ
れ

た

前

栽

合

(
天
禄

三
年

〈
九
七
二
〉
八
月
廿

八
日

(注
1
)

規
子
内
親
王
前
栽
歌
合
)

の
記
事
で
終
る
が
、

そ
こ
で
は

「
さ
き

の
い
つ

み
の

(
マ
マ
)

か
み
し
た
が
ふ

の
朝
臣
、
お
抵
や
け
に
は
な
し

つ
涯

に
六
人
が
う

ち
め
さ
れ
」

(
源
為
憲

に
よ
る
序

文
よ
り
)
と
あ
り
、
順
自
身

に
よ

っ
て
も

「
そ
も
く

、
な

し

つ
ぼ

に
は
、
な
ら

の
み
や
こ
の
ふ
る
う

た
よ
み
と
き

え
ら
び

た
て
ま

っ
り
し

時

に
は
、
す
こ
し
ぐ
れ
竹

の
よ
ご
も

り
て
行
末
を

た
の
む

お
り
ふ
し
も
侍
き
」

と
回
想

さ
れ
て
い
た
。
梨
壷

の
記
事
と
そ

の
回
想
記
事

に
よ

っ
て
大
き
く
枠
取

り
さ
れ
た
順
集

の
構
成

に
、
順
自
身

の
意
志

の
反
映
を

み
て
と
る

こ
と
が

で
き

る
な
ら
、
順

の
人
生
史

に
と

っ
て
、
梨
壷

へ
の
参
与
が
占
め
た
意
味

は
き
わ
め

(注
2
)

て
大
き

か

っ
た
と

い
え

よ
う
。
「
天
暦

の
旧
臣
下
位
に
沈
め
り
」

(
『本
朝
文
粋
』

巻

一
、
「
病
中
聞
下
羽
林
藤
将
軍
戯
題
二
夜
行
舎
人
鳥

養
有

三

一
之
絶
句
上
」
)

と

の
嘆
き

の
言
葉
を
も
思

い
あ
わ
せ
る
な
ら
ぽ
、

天
暦
期

が
順
に
と

っ
て
、
将
来

へ
の
な

に
ほ
ど
か

の
期
待
を

い
だ
き
え
た
、
光
栄

あ
る
日

々
と
し
て
、
記
憶

さ

れ

て
い
た

こ
と
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

第

二
の
転
機
は
、
安

和
前
後

、
順
五
十
代

の
後
半

に
も
と
め
ら
れ

る
。
康
保

四
年
〈
九
六
七
〉
四
月
、
村
上
天
皇
が
亡
く
な
り
、
安
和

二
年
〈
九
六
九
〉
三
月
、
安
和

の

変

に
よ

っ
て
、
源
高
明
が
失
脚
し
た
時
期

で
あ
る
。

す
で
に
ふ
れ
た
と

こ
ろ
だ

一1一



が
、
順
は
、
高
明
と
は
家
系
上

の
繋

が
り
も
あ
り
、
後
年

(応
和
年
間
)
「
昔
、

久
し
く
竹
馬

の
鞭

を
執
り
、

鬢
髪
霜

な
ら
ん
と
欲

し
て
、
今
猶

ほ
花
鳥

の
席

に

テ

ノ

ニ

ク

シ

ニ

ル
ト
イ
フ
ヲ

陪

せ
り
」
(
『
文
粋
』
巻

十
、

「
三
月
三
日
於

二
西
宮
池
亭

一同
賦
二
開
花
已
匝
ジ

ヲ

ズ

ユ

樹
応
レ
教
」
)

と
、

回
想
述
懐

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ

る
よ
う

に
、
早
く

か
ら
、

三
歳
年
下

に
あ

た
る
高
明

に
近
侍

し
、
高
明

の
栄
進
と
と
も

に
、
長
く

そ
の
庇
護

を
う
け

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

源
高
明

は
、
延
喜
十

四
年

〈
九
西
〉
生
れ

の
醍
醐
皇
子

で
あ

っ
た
が
、
延
喜

二

十
年
〈
空
○
〉
、
七
歳

の
と
き
、
臣
籍

に
降
下
し
、

源
高
明
と
名

乗

っ
た
。

天
慶

二
年
〈
九
三
九
〉
に
は
、

二
十

六
歳

の
若
さ

で
、

参
議
と
し

て
台
閣
入
り
を
果

し
て

い
る
。

し
か
し
、
朱
雀
朝

の
間

は
、
足
か
け
九
年

、
参
議
に
と
め
お
か
れ
、

同

じ
参
議
な
が
ら
彼
よ
り
下
位

の
藤

原
敦

忠
に
先
を
こ
さ
れ
た
り
し
て
お
り
、

必

ず

し
も
順
調
な
昇
進
を
と
げ
て

い
る
と
は
い
、
が

た
い
。

と
こ
ろ
が
、
村
上
朝

の
開
始
と
と
も
に
、
権
申
納

言

(
天
暦

元
年
〈
九
四
七
〉
)
、
中
納
言

(
天

暦

二

年

〈
九
四八
〉)
、
大
納

言

(
天
暦

七
年
〈
九
五
三
〉
)

と
累
進

し
、

村
上
朝

の
末
年

に
は
、

右
大

臣

(康
保

三
年
〈
九
六
六
〉
)
、
冷
泉
朝

の
初
年

に
は
左
大
臣

(康

保
四
年

〈九
六

七
〉
)

に
と
昇

り

つ
め
る
の
で
あ

る
。
醍
醐
天
皇
を
父
と
す

る
村
上
天
皇
は
、
醍

,
醐
源

氏
を
殊
遇

し
、
皇
室

の
藩
屏
と
し

よ
う
と
し
た
趣
が
う
か
が
わ
れ
、
高
明

は
そ
の
典
型
と

い
う

こ
と
が

で
き
る
。
高
明

の
傘
下

に
あ

っ
た
順
の
人
生

の
浮

沈
も

ま
た
、
大
局
的

に
は
、
村
上
朝

と

い
う
時
代

の
影
響
を
こ
う
む
ら
ざ
る
を

え

な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

村
上
朝

に
お
け
る
文
華

の
隆
盛
は
、
宮

中
を
中

心
と
す
る
詩
文

・
歌
会

の
流

行
が
根
源
と
な

っ
て

い
る
。

つ
ま
り
、
村

上
天
皇

そ
の
人

の
好
文

の
風
が
、
核

と
な

っ
て
い
る
構
造
を
見

逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

た
と

え
ぽ
、

い
ま

『
日
本
紀

略
』

を
も

と
と

し
て
、
節
会
等

の
宴
席

の
折
、
「
賦
詩
」

の
こ
と
が

ふ
れ

ら
れ

て
い
る
記
事
を

ひ
ろ
い
あ
げ

て
み
る
と
、
朱
雀
朝
ー
10
回
、
村
上
朝
ー

39
回
、

冷
泉
朝
ー

0
回
、
円
融
朝
ー

4
回
、
と

い
う
ぐ

あ
い
に
な
る
。
も

と
よ
り
馬
在

位
年
数
、
天
皇

の
年
齢
等

を
も
勘
案

し
な
け
れ
ぽ

い
け

な
い
わ
け

で
あ

る
け
れ

ど
も
、
村
上
朝

の
度
数

が
断
然
抜
き

ん
で
て
い
る
こ
と

は
注
目

に
値
す
る
。
さ

ら
に

「
御
製
」

の
あ

っ
た
記
録

も
ま
た
11
回
に
及

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
和
歌

の
世
界

に
目
を
転

じ
て
も
、

6
回
の
内
裏
歌
合
や
、

7
回

の
中
宮
後

宮
歌
合
な

ど

が
知

ら
れ

る
わ
け

で
あ

っ
て
、
村
上
朝

に
お
け
る
文
芸
潮
流
は
、
宮

中
を
主

軸

に
展

開
し
た
、
と
判
断

さ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
れ

に
対
し
、
次
代

の
冷
泉

・

円
融

・
花
山
朝

に
お
け

る
文
芸
潮
流

の
主
た
る
場
が
、
宮
中

を
離
れ
た
と
こ
ろ

で
形
成

さ
れ

て
ゆ
く

こ
と
と
対
比
的

に
把
握
さ
れ
る
必
要
が

あ
る

わ
け

で

あ

る
。こ

の
よ
う

に
、
村
上
朝

の
文
芸
動
向
の
特

色
を
押

え
る
な
ら
ば
、
晴
儀

に
お

け

る
専
門
的
な
歌
人

・
文
人
と
し
て
、
自

ら
の
人
生

の
活
路

を
見
出

し
て
行

っ

た

か
に
み
う
け
ら
れ
る
順

の
人
生
史

に
と

っ
て
、
村
上
朝

の
終
焉

は
の

っ
ぴ
き

な
ら

ぬ
意
味
を
も

っ
た
は
ず

で
あ

る
。

い
ま
、
官
位

に
限

っ
て
み
る
な
ら
ば
、
安
和

の
変
当
時
、
順
は
和
泉
守

の
任

に
あ

っ
た
が
、
天
禄

二
年
〈
九
七
一〉
六
十

一
歳

の
折
、
そ

の
任
を
解
か
れ
て
か
ら
、

天
元

三
年
〈
九
八
Q
>
七
十
歳

の
折
、

能
登
守

に
任
ぜ
ら
れ
る
ま
で
、

長
い
散

班
生

活

を
余
儀

な
く

さ
れ

て
い
る
。
天
暦
以
降
、
順
自
身
、
満
足
す
る
と
こ
ろ
で
は

な
か

っ
た
に
も

せ
よ
、
勘
解
由
判
官

(
天
暦
十
年

〈九
五
六
〉)
、
東
宮
蔵
人

(応
和

二
年
〈
九
六
二
〉
)
、
民
部
少
丞

(
同
年
)
、

民
部
大
丞

(応
和

三
年
〈
九
六
三
〉
)
、
下
総

権
守

(
康
保
三
年
〈九
六五
〉)
、
和
泉
守

(康
保

四
年
〈
九
六
七
〉
)
と
、

そ
れ
な
り

に

一
2
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諸
官

に
任
ぜ
ら
れ
続

け
て

い
た
こ
と
と
比
較
す

る
と
き
、
そ

の
理
由
を
ど
う

し

て
も
庇
護

者
高
明
の
失

脚
の
余
波

に
も
と
め
ざ

る
を
え
な
い
わ
け

で
あ

る
。
和

漢

に
わ
た
る
特
異

な
文
人

・
歌
人
と

し
て
、
宮
中

の
晴

の
機
会

に
活
躍
す
る
場

の
喪
失

を
意
味

し
た
村
上
朝

の
終
焉
と
と
も

に
、
安
和

の
変
前
後

に
、
順
晩
年

の
人
生

の
区
切
り

を
お
く
ゆ
え

ん
で
あ

る
。

順

の
生
涯

は
、

こ
の
二

つ
の
転
機
を
指
標
と
し

て
、
大
き
く
三
期

に
分
け
て

展
望
す

る
こ
と
が

で
き
る
。
前
稿

で
は
、
三
十
代
前
半
ま

で

の

順

を

扱

っ
た

が
、
本
稿

で
は
、
彼
が
世

に
出
る

こ
ろ
、
右

の
三
分

法
に
よ
れ
ば
、
第

二
期

に

至
る
ま

で
の
事
跡

に

つ
い
て
と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二

前

稿

で
は
、

順
三
十
代
半

ば
ま
で
の
失
意

不
遇
の
意
識

が
、
沈
淪
文
学

を
生

み
出
し
て
く
る
背
景

を
探

っ
た
が
、
そ
れ

に
ひ
き
続
く
時
期

の
順
を
う

か
が
う

資
料

と
し
て
、
次

の

一
節

を
検
討
す

る
こ
と

か
ら
始

め
た
い
。

螢

を
拾

ひ
、
雪

を
集

め
て
、
多
く

の
年

を
経

に
け
れ
ど
、

か

ひ

な

き

身

も

こ
そ
あ
れ
、

か

玉
れ
ど
な
ぞ
や
網

の
目

に
す
き

た
り
と
も

い

は

父

い

へ
、
誰
も
千
年

の
松
な
ら
な
く

に
と

か
い
ふ
こ
と
を
、
げ

に
は
か
な
き
も

か
し
こ
き
も
、
千
年

の
後

は
あ
ぢ
き
な
し
。
物

い
は
ぬ
花
鳥

に
も
物

を

い

は
せ
、
心

な
き
草
木
を
心
あ
り
顔

に
い
ひ
な
し

て
だ

に
、
常
な
ら

ぬ
世
を

慰

め
ん
と
思

ふ
心

し
も
あ
れ
、
胸

の
氷
も
解
け
、
心

の
思
ひ
も
消
え
、
ま

.た
沢

の
松
を

の
み
切
り

て
、
月

の
桂
を
折
ら
ざ
ら
む
も
苦
し
。
花
咲
く
春

も
暮
れ
や
す
く
、
紅
葉
す
る
秋
も
と

父
ま
ら
ず
、
年
経

ぬ
る
緑

の
袖

の
、

忍
び

に
お

つ
る
紅

の
涙

に
ぞ
ひ
ち
に
け
る
を
、
春

も
秋

も
心
憂

し
と
あ
れ

ば
、
今

は
時
知

ら
ぬ
終

り
、
法
師

の
墨
染

に
や
な
し
て
ま

し

と

そ

思

ふ

也
。

(神
作
光

一
・
島

田
良

二

『
曽
根
好
忠
集
全
釈
』

に
よ
る
)

『
曽
根
好
忠
集
』

に
は
、

「
あ
ら
た
ま

の
年

の
み
そ
ぢ
に
余
る
ま
で
」

云

々

の
序

で
始
ま
る
好
忠

の
百
首
歌
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
同
集

に
は
さ
ら
に

「
源

順

こ
れ
を
見

て
返
し
し
た
り
と
な
む
」

と
し
て
長
文

の
序

と
順
自
身

の
百
首
歌

が
併
載
さ
れ
て

い
る
が
、
右

の

一
節

は
、
順

の
序

の
後
半
部
分

で
あ

る
。
好
忠

の
不
遇
述
懐

に
た

い
し
て
、

順
も
ま
た
自

ら
の
不
遇

を
嘆

じ
応

じ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
右

の

一
節

は
、

た
ち
ど

こ
ろ
に
、

『
三
宝
絵
詞
』

の
序

に
み
え
る

「
ま
た
物

語
と
云
ひ
て
女

の
御

心
を
や
る
も

の
な
り
。
大
荒
木

の
森

の
草
よ
り
も
繁

く
、
有
磯
海

の
浜

の
真
砂

よ
り
も
多

か
れ
ど
、
木
草
山
川
鳥
獣

魚

虫
な
ど
名

づ
け
た
る
は
、
物

い
は
ぬ
も

の
に
物

を
い
は
せ
、
情
な
き
も

の
に

情

を

つ
け
た
れ
ぽ

…
…
」

(江

口
孝
夫

校
注

『
三
宝
絵
詞

上
』
)

の
条
を
想
起

さ
せ
る
わ
け
で
あ

っ
て
、
石
川
徹
氏

は
、

こ
こ
か
ら
、
順
百
首

の
序
が
、
順
が

物
語
述
作
、
具
体
的

に
は

『
う

つ
ほ
』

の
述
作

に
手
を
染
め

て
い
た
証
跡
と
さ

(注
3
)

れ
た
。

、

好
忠

百
首

の
成
立

に

つ
い
て
は
、

「
恵
慶
集
」

に

「
こ
れ
は
、

よ

の
中

に
曽

祢

の
好
忠
と

い
ふ
人

の
よ

め
る
も

瓦
ち

の
歌

の
か

へ
し
、
我
す
べ
ら
き

や
、
天

(
マ
マ
)

徳

の
す
ゑ

の
こ
ろ
を

い
、
あ
ざ
な
好
忠

曽
丹
と

い
ふ
人
、

も

N
ち
の
歌

を
ま

へ

に
い
だ
し
」
(
『
私
家
集
大
成
』
所

収
、
書

陵
部
本
)

と
あ
る
こ
と

か
ら
、
天
徳

の
末
年
と
み
る

こ
と

に
定
説
化

し
て
お
り
、

一
方
、
順

の
序
文

に
み
え

る

「
年

経

ぬ
る
緑

の
袖
」
は
長
年
、
六
位
に
と
め
お
か
れ

て
い
る
嘆
き
を
意
味
す
る
が
、

順

が

従

六

位
下
相
当

の
勘

解
由
判
官

に
任
ぜ

ら
れ
た
の
が

天
暦
十
年

〈
盈
六
〉
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四
十
六
歳
、
従

五
位
下

に
叙

さ
れ

る
の
が
康
保

三
年

〈
空
ハ六
〉
五
十
六
歳
、
の
時

℃

で
あ

り
、
応
和
元
年
く
九
六
▽
に
は
、
堪
解
由
判
官

の
労

六
年

の
沈
淪
を
嘆

い
て
、

か
た

「
疲

れ
た
る
馬

の
絵
」
を
え
が

い
た
戯
画
と
長
歌
と
を
、
長
官

の
藤
原
朝
成

に

さ
し
出

し
て

(
順
集
、

『
拾
遺
集
』

雑
下
)
、

能

宣
ら

の
同
情

を
買

っ
て
い
る

(能
宣
集
、
『
拾
遺
集
』
雑
下
)
か
ら
、

右

の
序
と
百
首
歌
は
、

天
徳
末

か
ら

応
和
初
年

こ
ろ
の
成
立
と
み

て
よ

い
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、

「
螢

を
拾

ひ
、
雪

を
集

め
て
、
多
く

の
年
を
経

に
け
れ
ど
」
か
ら
、

「
月

の
桂
を
折

ら
ざ
ら
む
も

苦
し
」
と
あ

る
部
分
ま

で
は
、
石
川
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
過
去

の
苦

し
み
を

叙
べ
た
と

こ
ろ
、
と
み
る
ほ
か
な

い
。

「
月

の
桂

を
折
る
」
す

な
わ
ち
、
順
が

文
章
生
と
な

っ
た

の
は
、

天
暦
七
年

〈
九
五
三
〉
の
こ
と
で
あ

っ
た
か
ら

で
あ

る
。

「
月

の
桂
を
折
ら
な

い
あ
り
さ
ま
な

の
が
残
念
だ
。
花

咲
く
春

も

暮

れ

や

す

く
、
紅
葉
す
る
秋
も
と

ぼ
ま
る
こ
と
な
く
、
歳
月

は
過
ぎ
去

っ
て
ゆ
く
」
と

い

う

の
で
、
「年
経

ぬ
る
」

が
、
「
紅
葉
す

る
秋
も
と

父
ま
ら
ず
」
を
う
け
る
と
と

も
に
、

「
緑

の
袖
」

に
も

か
か

っ
て
ゆ
く
続
き
ぐ
あ

い
に
な

っ
て

い

る

わ

け

だ
。「

物

い
は
ぬ
」
以
下

の
条

は
、
「
物

い
は
ぬ
花
鳥

に
物
を

い
わ
せ
、
心
な
き
草

木

を
有
情

の
も

の
の
よ
う

に
い
い
な
し

て
さ
え
、

こ
の
常
な
ら

ぬ
世
を
慰
め
忍

ぽ
う

と
す

る
思

い
は
あ
る
が
、
そ
れ

に
よ

っ
て
、
氷
り

つ
い
た
胸

の
思

い
が
解

け
、
鬱
積

し
た
心

の
悩

み
が
解
消
し
た
と

こ
ろ
で
、
栄
達
を
待

つ
ば
か
り
で
、

文
章
生
と
も
な
り
え

ぬ
の
が
残
念
だ
」
と

い
う
意
と
解

釈
す
る
。

「物

い
は
ぬ

花
鳥

に
も
物
を

い
は
せ
、
心
な
き
草
木
を
心
あ
り
顔

に
い
ひ
」

な
す
行
為

が
、

束

の
間
、
順

の
鬱
情
を
晴
ら
し

て
く
れ
た
と

い
う

の
で
あ
る
が
、
石
川
氏

は
、

『
三
宝
絵
詞
』

の
表
現
を
媒
介
に
、

こ
れ
を
物
語
述
作

と
み
た
わ
け

で
あ

っ
た
。

こ
れ

は
、
き
わ

め
て
示
唆

に
富
ん
だ
説

で
あ

っ
て
、
初
期
物
語
作
者

と
物
語
述

作
と

の
内
発
的

な
関
係

に

つ
い
て
の
具
体
的
証
言
と
も
な
り
う
る

も

の

で

あ

る
。し

か
し
、

「
物

い
は
ぬ
」
以
下

の
条

は
、

い
き
な
り
物
語
述
作

に
結
び

つ
け

う

る
も

の
な

の
か
ど
う
か
。
と

い
う

の
は
、
右

の
表
現

は
、

や
は
り
詠
歌
行
為

に

つ
い
て
の
発
言
と
み
る

の
が
穏
当

な
見
方

の
よ
う
に
も
思

わ
れ

る
の
で
あ

っ

て
、
た
と
え
ば
前
引

『
曽
根

好
忠
集

全
釈
』
も
、
「
立
派

な
歌

を
よ
み
残

し
て
も

現
実

の
宮
仕
え
が
不
遇

に
終
る
の
も
残
念
だ
」
と

の
意
訳
を
施
し

て
い
る

(
た

だ
し

「
現
実

の
」
以
下

は
い
か
が
)
。
詠
歌
が
人
間

の
情
動

に
も
と
つ

く

行
為

で
あ
り
、

そ
れ
に
よ

っ
て
情
念

の
解
放
が

は
か
ら
れ
う

る
と

の
考
え
は
、

『
古

今
集

』
序
文

の
思
想

の
埓
内

に
あ

る
も

の
だ

ろ
う
。
同
序

の

「
た
と

へ
歌
」

の

条

に
は
、
「
こ
れ
は
、

よ
う
つ

の
草
木
、
鳥
獣

に

つ
け

て
、
心
を
見
す
る
な
り
」

と
い
う

よ
う

な
類
似
表
現
も

み
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

私

の
現
時
点

で
の
判
断

か
ら

い
え
ば
、

「物

い
は

ぬ
」
め
条

を
、

い
き
な
り

物
語
述
作

に
結
び

つ
け
る

こ
と

は
控
え
る
べ
き
か
、
と
思

う
。

「
物

い
は
ぬ
」
以
下
が
、

詠
歌
行
為
を
さ
す
と
し
て
、

そ
れ
は
そ
れ
で
い
く

つ
か
の
間
題
を

は
ら

ん
で
い
る
。
そ

の
ひ
と

つ
は
、

「物

い
は
ぬ
花
鳥

に
も
物

を

い
は
」

せ
る
詠
歌
行
為
を
通
し
て
、

「
常
な
ら

ぬ
世
を
慰
め
ん
」

と
す
る
よ

う

な
あ
り

か
た
、
順
そ

の
人
と
歌
と

の
関
係
に

つ
い
て
で
あ
る
。

「
常

な
ら

ぬ

世
」
と

は

「
無
常
」
と

い
う

こ
と
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
事

す
ま
せ
ら
れ

ぬ
沈
淪

不
遇

の
思

い
が
貼
り

つ
い
て
い
る

こ
と
は

い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
和
歌
が
、

そ
う
し
た
鬱
積
し
た
思

い
を
晴
ら
す
、

心
遣

り
の
文
学
形
式

と
し
て
機
能

さ
せ

ら
れ

て
い
る
わ
け
だ
。
さ
ら

に
、

い
さ
さ
か
性
急
を
承
知

の
上

で

い

う

な

ら
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ば
、
順

の
場
合
、
沈
淪
嗟
嘆

の
情
念
を
、

一
首

の
詩

的
世
界

の
完
成

に
凝
縮
昇

華

さ
せ
る
、
と

い
う

よ
り
、
む
し

ろ
、
氾
濫
し
よ
う
と
す
る
情
念

を
、
量
的

に

多

く
の
歌

を
詠

ん
だ
り
、
尋
常

な
和
歌

の
枠

を

こ
え
た
形
式
を
創
出
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
と
り
押
え

よ
う
と
す
る

か
に
み
え
る
特
色
と
結
び

つ
い
て
ゆ
く
点

を
指
摘

し
て
お
か
ね
ば

な
る
ま

い
。

こ
こ
の
百
首
歌
も
ま
さ

に
そ

う

で

あ

る

が
、
子

を
亡
く

し
た
悲

し
み
を
、

『
万
葉
』

の
古
歌

「
世

の
中

を
な
に
に
た
と

へ
ん
」

の
句

を
上
句

に
据

え
て
連
作
を
試

み
る
と

か
、
わ
が
不
遇
を
戯
画
と
と

も

長
歌

に
仕
立

て
て
訴

え
る
と

か
、
あ
る

い
は
碁
盤
歌
、
双
六
盤
歌
、

あ
め

つ

ち
の
歌
、

な
ど
言
葉
遊
び
的

な
側
面
を
と
も
な

い

つ
つ
、
数
多
く

の
歌
を
詠
む

行
為
そ

の
も

の
に
よ

っ
て
、
鬱
情
を
発
散
さ
せ
る
よ
う
な
歌
と

の
関
連
に
注

目

し
た
い
の
で
あ

る
。
順

の
異
端
的
な
和
歌
を
生
み
出
す
根
源

に
は
詩
的

世
界

に

饕

し
え
な
い
、
散
文

へ
の
志
向

の
あ
る

.、
と
寛

届
け

て
お
く

べ

き

だ

ろ

う
。
そ
う

し
た
見
取
図
を
背
景

に
、
あ
ら
た
め

て
当
該
箇
所
を
読

み
直

す
な
ら

ば
、
詠
歌
行
為
が
本
来
的

に
も

つ
浄
化
作
用
に
身
を
ま
か
せ
て
、
歌

の
世
界

に

沈
潜
す

る
と

い
う
よ
り
、
歌

に
よ
り

つ
つ
歌
を
越
え
て
ゆ
き
か
ね
な
い
可
能
性

を

内
包

し
た
条
と
し

て
読

ん
で
お
き
た

い
と
想

う

の
で
あ
る
。

こ
う

し
た
和
歌
と

の
出
会

い
が
、
早

い
時
期

か
ら
あ

っ
た
と
推
測

さ
れ

る
点

も
注
目

し
て
お
き

た
い
ひ
と

つ
で
あ
る
。

『
順
集

』
中

に
み
え
る
和
歌

の
詠
作

年
時

の
、
も

っ
と
も
早

い
も

の
で
も
天
暦
以
降

の
も
の
.で
あ

っ
て
、

三
十
代
後

半

に
至

る
ま

で
の
、
順

の
歌
人
と
し

て
の
成

長
史
は
ほ
と
ん
ど

不

明

で

あ

っ

た
。
そ
れ
だ
け
に
、
順

の
和
歌
と
の
関
係
の

一
面
を
示
唆
す

る
資
料
と

し
て
も

関
心
を
惹
か
れ
る
わ
け

で
あ
る
け
れ
ど

も
、
本
節

で
は
指
摘

に
と
ど

め
る
。

三

順

四
十
歳
前
後

ま

で
の
事
蹟

と
し
て
は
、

次
の
よ
う

な
こ
と
が
知
ら
れ

る
。

ω

天
暦
元
年

〈九
四七
〉
七
月
八
日

(
三
十

七
歳
)
、
亡
く

な

っ
た
源
高
明
夫
人

の
た

め
の
諷
誦
文
を
、
そ

の
乳
母
に
代

り
草

す

(
『朝
野
群
載
』
巻

二
)

②

天
暦
年
中

(
二
～
六
年

間
)

い
ず
れ

か
の
春
、
源
高
明
邸

に
お
け

る
宴

席

で
賀

歌
を
詠
進
す
る

(
順
集
)

③

詩
序

「禄

綿
を
賀

す
」

を
草

す

(
『本
朝
文
枠
』
巻
九
)

ω
、
天
慶
九
年

〈九
四六
〉
四
月
、
朱
雀

天
皇

が
譲
位
、
村
上
天
皇
が
即
位

し
て

い
る
。
翌
天
暦
元
年

五
月
廿

一
日
、
源
高

明
夫
人
が

亡
く
な

っ
た
。

こ
の
年

の

六
月

に
は
疱
瘡
が
流
行
し
、
疫

死
す
る
も

の
が
多

か

っ
た

(『
日
本
紀
略
』
)
と

い
い
、
延
喜

十
五
年

〈空
五
〉
よ
り
三
十

二
年

ぶ
り

の
大
流
行

で
あ

っ
た

(
『
類
聚

符
宣
抄
』
第
三
、

皰
瘡
事

。
発
年

々
。)

か
ら
、

あ

る
い
は
疱
瘡

に
よ
る
死

で

あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

こ

の
夫
人

は
、

「
左
丞
相
之
愛
子
」
す
な
わ
ち
時

の

左
大
臣
実
頼

の
女

で
あ

っ
た
。

『紀
略
』

の
傍
注

に

「
師
輔

三
女
」
と
あ
る

の

は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

『
西
宮
左
大
臣
御
集
』

(『
後
拾
遺
集
』
恋

一
)

に

「
小
野

の
宮

の
中

君
に
聞

え
給

ふ
」
と
あ

る

「
中
君
」

で
あ

ろ
う
。
そ

の
七
七
日
が
、

深
草

の
極
楽
寺

で
行

な
わ
れ
、
そ

の
際
、
順
が
亡
き
人

の
乳
母

の
諷
誦
文
を
草

し
て
い
る
の
で
あ

る
。
極
楽
寺

は
基
経

の
創
建

に
か
か
る
藤
原
氏

の
氏
寺

で
あ

っ
た
。
高
明
が
通

っ
て
い
た
実
頼
家

の
乳
母

の
願
文
作
成

の
委

嘱
を
う
け
る
こ

と
は
、
順
が
、
高
明

を
通

じ
て
実
頼
ら

の
知
遇
を
え
て

い
た

こ
と
を
う
か
が

わ

せ
る
。
高
明

の
後
楯

を
背
景

に
、
文
章
家
と
し

て
の
力
量
が
次
第
に
認
め
ら
れ

一5一



て
い

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

②

は
、
群
書
類
従
本

に
よ
れ
ば
、

に
し
の
四
条

の
宮

の
源
中
納
言

の
お
ま

へ
に
ち

い
さ
き
紅
梅
を
う
ゑ

さ
せ
給

ひ
た
り
け

る
を
、

は
じ

め
て
は
な
咲
た
る
と
し
、
悦

て
を
の

こ
ど
も
お

の
く

文
字
ひ
と

つ
を
さ
ぐ
り
て
よ
む
。

歌
の
序

さ
ぐ

り

て
う
も
じ
を
た
ま
は
れ
り
。

あ
は
れ
春

の
は
じ
め
は
ひ
が

し
よ
り
と
い
ふ
こ
と
を
西
の
宮

よ
り

な

り
け
り
と
は
、

こ

の
梅

の
は
な
を
み
て
な
ん
お
ど

ろ
か
れ
け
る
。

こ

れ
に
よ
り
わ
が
お
ど

黛
の
君

や
ま
と
ご
と

の
を
の
こ
ど
も
を

ひ
き

つ

ら
ね
て
さ
ぶ
ら

は
せ
給

ひ
、

か
ら

た
け

の
笛

の

一
よ
あ
そ
び
あ
か
さ

せ
給

ひ
、

か

x
る
ふ
し
を
た
ゴ
に
や
は
す
ご
す
べ
き
と

て
、

こ
の
こ

木

の
お
ひ
出

で
し
万
代

の
老
木

に
な
ら

ん
ま

で
の
心
ば

へ
を
よ
ま
せ

給

ふ
に

白
波

の
し
ら

ぬ
身
な
れ
ど
大
淀

の
お
ほ
せ
ご
と
を
ば
如
何

そ
む
か
ん

梅
津
河

こ
の
く
れ
よ
り
ぞ
な
が
れ
け
る
嬉
し
き
せ

ゴ
は
み
え
ん
水
底

と
あ
る
も

の
。

「
源
中

納
言
」
の
呼
称

か
ら
、
高

明
の
中
納
言
在
位
期
間
、
天

暦

二
～

六
年

の
で
き
ご
と
と
み
う
る
。
た
だ
し
西
本

願
寺
本

に
は
、

「
に
し
の

み
や

に
ち

ひ
さ
き
紅
梅
を
う

へ
さ
せ
た
ま
ひ
た
り
け
る
を
」

と
あ
り
、

「
源
中

納
言
」

の
呼
称
が
な
く
、
期

間
を
特
定

で
き
な
い
が
、

歌
仙
本

の
順
集

は
、
若

干

の
乱
れ

は
あ
る
も

の
の
、
ほ
ぼ
年
代
順

の
配
列

に
な

っ
て
お
り
、
天
暦
五
年

と
時

の
明
示

の
あ
る
記
事
に
先
立
ち
、
冒

頭
か
ら
二
番
目

に
お
か
れ

て
い
る
と

こ
ろ

か
ら
推

し
て
も
、
天
暦
初
年

の
こ
と
が
ら
と

み
て
よ
い
。

場
面
は
、
「
四
条

北
朱
雀

西
」

(『
拾
芥
抄
』
)

に
あ

っ
た
高
明
邸
西
宮
、
庭

の

紅
梅
が

は
じ
め
て
花
を

つ
け

た
日

の
宴
席

の
こ
と
。
管

弦
の
遊
び

に
続

い
て
、

賀
歌
を
詠
進
す
る
と

い
う

こ
と
が
あ

っ
た
。

「
を
の
こ
ど
も

お
の
く

文
字

ひ

と

つ
を
さ
ぐ
り
て
よ
む
」

と
あ
る
の
は
、
漢
詩

に
倣

っ
て
、
探
韻
を
試

み
た
も

の
。
し
た
が

っ
て
引
用
本
文

に

「
う
も

じ
を
た
ま
は
れ

り
」
と
あ
る

の
は
、
他

の
伝
本

の
伝

え
る
よ
う

に

「
こ
も

じ
」

で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
順

の
詠

ん
だ

賀

歌
が
、
「
梅
津
河
」

で
あ

っ
て
、
七
句
目
を

「
み
え

ん
み
な
そ
こ
」

と

「
こ
」

音

を
韻
字
と

し
て
据
え

た
か
た
ち

に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
あ

は
れ
春

の
は
じ
め
は
」

以
下
は
、

和

歌
序

と
も

い
う
べ
き
部
分

で
あ

っ

て
、
そ

の
終
り

に
、
「
白
波

の
」

の
歌
が
お
か
れ
て
い
る
。

「白
波

の
し
ら
ぬ
身

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
れ
ど
」
と

は
ど
う

い
う

こ
と
か
。

「白
波

の
し
ら
ぬ
身
」
あ

る
い
は

「
お
ほ

ヘ

へ

よ
ど

の
お
ほ

せ
ご
と
」

の
よ
う
な
同
音

く
り
か
え
し
の
序
詞

の
連
用
と

い

っ
た

即
興
的
な
技
巧
は
、
後
年

の
順

の
詠

み
ぶ
り
と
通
う
も

の
が
あ

る
わ
け
だ
が
、

「
し
ら

ぬ
身
」
と
は
、
和
歌
の
道

は
知

ら
ぬ
身
、
と

い
う
謙
遜

で
あ

ろ
う
。
謙

遜

で
は
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
か
ら
、
後
年
専
門
的

な
歌
人
と

し
て
遇

せ
ら
れ
る
順

の
姿

を
よ
み
と
り
う
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ

は
い
か
が

か
。
前
節
末

に
お

い
て

ふ
れ
た
よ
う
に
、

天
暦

以
前

の
順

の
歌

に

つ
い
て
は
、
我

々
は
ほ
と

ん
ど
知
る

こ
と
が
で
き

な
い
わ
け
だ
。

わ
ず

か
に
褻
的

レ
ベ
ル
に
お

い
て
、
歌
が
順

の
心

遣

り
の
具

と
し
て
機
能

し
て
い
た
ら
し

い
こ
と
を
、
推
測
し
え
た
だ
け

で
あ

っ

た
。

と
こ
ろ
が
、
順
集

で
は
、
彼

は
疑

い
も
な
く
、
専
門
的
な
歌
人
と
し
て

の

風
貌

を
み
せ
て
い
る
。
順
が
、
そ
う
し
た
歌
人

の
仲
間
入
り
を
す
る
の
は
、
ど

う

い
う
契
機

か
ら

で
あ

っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
、
和
歌
所
寄

人
と
な

っ
た
こ
と

と
関
係
が
あ

る
だ

ろ
う
。
元
輔
や
能
宣

の
よ
う
に
歌
人
と
し
て
の
力
量

を
認

め

ら
れ

て
梨
壷

入
り
を
し
た

の
で
は
な
く
、
梨

壷
入
り
を
し
た
こ
と

に
よ

っ
て
、
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逆
に
専
門

歌
人

へ
の
道

を
歩

む
こ
と

に
な

っ
た
の
だ

ろ
う
。
晴

の
歌
を

つ
く
る

身

と
し
て
は
ま
だ

ア
マ
チ

ュ
ア
で
あ

る
と

い
う
意
識
を
、
謙
辞

の
う
ら
が
わ

に

読

み
と
る
こ
と
が

で
き

る
と
す
れ
ば
、
和
歌
所
寄
人
と
な
る
前
後

の
歌
人
と
し

.て
の
急
激
な
変
貌

を
想
定

し
う
る

こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

㈲
、
天
暦

五
年
〈
九
五
一〉
、

順

四
十

一
歳

の
年

は
、

順

に
と

っ
て
記
念

す
べ
き

年

と
な

っ
た
。

こ
の
年

の
十
月

三
十

日
、
順

は
和
歌
所

の
寄
人
と

な

る

の

だ

が
、
そ

の
直
前
、
十
月
五
日

の
残
菊
宴

の
の
ち
作
ら
れ
た

の
が

「禄

綿

を

賀

す
」

の
詩
序

で
あ

る
。

「
昔
重
陽

の
宴

に
侍
る
者

に
は
、
皆
大
府

(
大
蔵
省
)

め
し

の
綿
を
賜

へ
り
。
去
冬
以
来
、
残
菊
宴
有
り
。
其

の
徴
に
応
ず

る
者

も
亦

旧
貫

(旧
例
)

に
よ
る
」
と
書
き
出
さ
れ

て
い
る
が
、
重
陽

の
九
日
宴
が
停

め
ら
れ
、

残
菊
宴
が
定

め
ら
れ
た

の
は
、

天
暦
四
年

の
こ
と
で
あ

っ
た

(
『濫
觴
抄
』
下
、

ニ

『霸

文
粋
』
巻
二
夫

江
黐

盛

昔

宴
集

鳧

詔
鶏

残
L
)
か

ら
、

こ
れ
は
天
暦
五
年

の
こ
と
と
知
れ
る
。

こ

の
年

の
残
菊
宴

は
十
月

二
日
に

行
な
わ
れ
た
が
、
そ

の
次
第

に

つ
い
て
は
、
特

に

『
九
条

殿
記
』
(
『大

日
本
史

料
』

一
の
九
、
所
引

に
よ
る
)
に
詳
し
い
。小

雨
の
中

を

(
『九
条
殿
記
』
)
禄
を

賜

っ
た
文
入
が
帰

っ
て
く
る
。

「
爰

に
江

の
国
子
、
藤

の
貢
子
、
禄
綿
を
荷

ひ

て
秘
閣

に
帰
る
」
、
す
な
わ
ち
学
生

大
江
某

と
文
章
生
藤
原
某

と
が

禄
綿

を
荷

っ
て

「
秘
閣
」

に
も
ど

っ
て
き

た
。

「
秘
閣
」

と
は

「
昔
天
暦

よ
り

康
保

に
至

と
の
い

キ

っ
て
、

再
び
秘
閣
に
直

し
御
書

を
撰

ぶ
」

(『
文
粋
』
巻

一
・
病
中

闥
下
羽
林
藤

ノ

ニ

ト
ス
ル

ノ

ノ

ヲ

ヲ

ネ
テ

テ

将
軍
戯
題

二
夜

行
舎

人
鳥
養
有

三
一之
絶
句
上
兼

見
二
藤
播
州
、
橘
員
外
、
源
進
士

ノ

セ
ル

ヲ

シ

グ
ニ

ス

ヲ

み
ふ
み
ど
こ
ろ

等
奉
和

之
古
調

二

感

一
嘆
、
継

以
二
狂
歌

一)
の

「
秘
閣
」
、
御
書

所

の
こ
と
で

あ

ろ
う
。
そ

こ
で
、
禄
綿
を
ほ
め
、
皆

で
詩
を
言
う
に
及
ん
だ
、

と
い
う
の
'で

あ

る
。
残
菊
宴

の
事
が
お
わ

っ
て
文
人
た
ち
が
退
出
し
た

の
は

「
亥
剋
」

(『
九

条
殿
記
』
)

で
あ

っ
た
か
ら
、
夜
十
時
ご
ろ

で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
の
ち

禄

を
携

え

て
秘
閣

に
も
ど

っ
た
文
人
仲
間
を
迎
え
て

の
詩
宴

が
、
お
そ
ら
く
興
奮

を
と

馳

も

に
す
る
人
た
ち

に
よ

っ
て
開
か
れ
深
更

に
及

ん
だ

も
の
と
思

わ
れ

る
。
あ

る

い
は
、

こ
の
場

に
は
同
じ
和

歌
所
寄

人
と
な
る

「
御
書
所
預
」
坂
上
望
城
も
同

席
し
て

い
た
か
も
知
れ
な

い
。

こ
う
し
た
席

で
の
詩
序

を
順
が
草

し
て
い
る
わ

け

で
あ
る
。
本
格

的
な
晴
儀

の
場

で
の
詩
序

で
は
な

い
わ
け

で
あ

る
が
、
文
人

仲

間
と
の
交
友

を
通
じ
て
、
仲
間

か
ら
も
文
章
家
と

し
て
認

め
ら
れ

て
い
た

こ

と
を
う
か
が

い
知

る
こ
と
が

で
き

る
。

四

天
暦

五
年
〈
九
互
〉
十
月

三
十
日
、
学
生
順

は
、

河
内
掾
清
原
元
輔

、

近
江
掾

紀
時
文
、
讃
岐
掾
大
中
臣
能
宣
、
御
書
所
預
坂
上
茂
樹

(
望
城
)

の
四
人
と
と

も

に
撰
和
歌
所

の
寄
人
と
な

っ
た
。
時

に
順
四
十

一
歳
。
元
輔

は
四
十
三
歳

、

能
宣

は
三
十

一
歳

で
あ

る

(
『
歌
仙
伝
』
)
。

長
官
た
る
別
当

に
は
、

蔵

人
左
近

衛

少
将
藤
原
朝
臣
伊
尹
が
任
ぜ
ら
れ
た
。
時

に
伊
尹
は

二
十
八
歳

で
あ
る
。

そ

の
撰
和
歌
所

の
宣
旨
奉
行
文

は
順
が
書

い
た

(
『
文
粋
』
巻
十

二
、
「
侍
中

亜
相

ル

ノ

ト

ノ

為
二
撰
和
歌
所
別
当

一御
筆
宣
旨
奉

行
文

」)
。

そ

の

一
節

「
雄
剣
腰

に
在

り
、
抜

け
ぽ
す
な

は
ち
秋

の
霜
三
尺
、
雌

黄

口
よ
り
す
、
吟
ず
れ
ぽ

ま
た
寒

玉

一
声
」

の
く
だ
り
は
、
後

に

『
和
漢
朗
詠
集

』
(巻

下
・将
軍
)

に
収

め
ら
れ
、
広
く
人

口
に
膾
炙
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
梨
壺

へ
の
出

入
を
禁
じ

た
禁
制
文
(
『
文

ス
ル

ヲ

粋
』
巻
十

二
、
「禁
、
制

闌

入
一事
」
)
も

ま
た
順
が
書

い
た
も

の
で
あ
る
。

こ

の
撰

和
歌
所

の
任
務

は
、

「
や
ま
と
う

た
は
え
ら

ぶ
と

こ
ろ
な
し

つ
ぼ

に

お
か
せ
給

古

万
葉
集

よ
み
と
き

え
ら
ぽ
し

め
給
な

り
」

(
順
集

)
、

「
万
葉

の
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の
う曩

篇

(古

人

の
作

っ
た
詩
文
)

を
振

ひ
て
、

百
代

の
遺
美

を
知

る
、

况
ん
や
昭

ひ
ら

き
き
ゆ
う

陽

(
梨
壺
)
を
排

い
て
修
撰

の
処

と
為
し
、
箕

裘

(
父
祖

の
業
)

を
尋
ね

て
、

寓
直

の
徒

と
為
る
」
(前
掲

の
禁
制
文
)
、

「な

し

つ
ぼ

に
和
歌

え
ら

ぶ
と

て
、

こ
れ

か
れ
は
べ
る

に
」

(能

宣
集
)
、

h
そ
も
く

、
な

し

つ
ぼ

に
は
、
な
ら

の

み
や

こ
の
ふ
る
う
た
よ
み
と
き
え
ら
ひ
た
て
ま

つ
り
し
時

に
は
L

(順
集
)
、
と

い

っ
た
資
料

か
ら
う
か
が
う

こ
と
が

で
き

る
わ
け

で
あ
る
が
、

『
万
葉
』
を
訓

読

し
て
撰
進

す
る
こ
と
、

こ
れ

は
は

っ
き

り
し

て
い
る
。
だ
が
、

こ
れ
だ
け

の

資
料

で
は
、
現
在
残

さ
れ

て
い
る
よ
う
な

『
後
撰
集
』
勅
撰

の
こ
と
が
併

せ
て

任
務
と
さ
れ

て
い
た
の
か
ど
う
か
、
不
明

の
と

こ
ろ
が

あ
る
。

「
修
撰

の
処
と

為
し
、
箕
裘
を
尋
ね

て
」

の

「
箕
裘
」
を

『古
今
集

』
撰
進

の
こ
と
と
理
解
す

る
考
え
も
あ

ろ
う
が
、
前
か
ら

の

つ
な

が
り
か
ら
い
え
ば
、
『万
葉
』
を

さ
す
と

み

る
べ
き
だ
ろ
う
。

『後

撰
集
』

が
梨
壺

の
五
人

の
手

に
か
か
る
こ
と

は
動

か
な

い
。
だ
か
ら
、
『袋
草
紙
』

が

「
後
撰
集

和
歌

千

三
百
九
十

六
首

.

天
暦

五
年
十

月
日
詔

二坂
上
望
城
、
源
順
、
紀
時
文
、
大
中
臣
能
宣
、
清
原
元
輔
等

一、
於
二

昭
陽
舎

一令
レ
読

二解
万
葉
集

一之
次
令
レ
撰
レ
之

册
巉

魑
」
と
述

べ

る
よ
う
に
、

『
万
葉
』
訓
読

に

つ
い
で

『
後
撰
』
を
撰
進
し
た
よ
う
に
理
解

さ
れ
て
今

日
に

至

っ
て
お
り
、
そ
し

て
事
実
そ
う

に
は
ち
が

い
な

い
と
思
う
の
だ
が
、
数
少

な

い
当
時
資
料

か
ら

は
、
今
日
み
る
よ
う
な

『後
撰
集
』
勅
撰

の
こ
と
が

は

っ
き

り
命
じ
ら
れ
た
と
は
ど
う
も
読

み
と
れ
な
い
の
で
あ

る
。

『
万
葉
』
訓
読

を

べ

1

ス
に
し
た
修
撰
計
画

こ
そ
が
当
初

の
も

の
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が

修
撰

の
過
程
で
、
訓
読
作
業

と
切

り
離

さ
れ
、
結
果
と

し
て
今
日

み
う
る

『後

撰
集
』

が
生

み
出
さ
れ

て
く

る
。
そ

ん
な

ふ
う

に
は
考
え
ら
れ
な

い
で
あ
ろ
う

か
。

撰
和
歌
所

は
、

『
万
葉
』
を
訓
読
し
、
そ
れ
を
も
と

に
修
撰
を
進

め
る
こ
と

を
当
初
任
務
と

し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
、
順
ら
が
寄
人
と
な

っ
た
理
由
が

理

解
し
や
す

い
。

『
八
雲
御
抄
』
が

「能

宣
元
輔

は
為

二重
代

一之
上
、
尤
可
レ
然
歌
人
な

り
」
ど

い
う
よ
う

に
、
能

宣
は
大
中
臣
家

の
重
代
歌
人

の
鼻
祖
頼
基

(
仁
和

二

〈
八
八
六
〉

～
天
徳

二
〈九
五
八
〉
、
『頼
基
集
』
が

あ
る
)

の
、
元
輔

は

古
今
集

歌
人

深

養
父

(生

没
年
未
詳
、

『深
養

父
集
』
が
あ

る
)

の
子

で
あ

り
、
山

口
博
氏

(
『
王
朝

歌
壇

の
研
究

村
上
冷
泉

円
融
朝
篇
』
)
が
す

で
に
指
摘
す
る
よ
う

に
、
能

宣
や

元
輔

は
、

こ
の
と
き

ま
で
に
、
専
門
的
な
歌
人
と
し

て
の
実
力
を
発

揮
し
て

い

た
こ
と
が
確
認

さ
れ

る
。

こ
の
二
人

は
歌
人
と
し

て
の
力
量
を
買
わ
れ
て
の
起

用
と

み
て
よ
い
だ

ろ
う
。

だ
が
、
前
節

の
②

で
検
討
し
た
よ
う
に
、

持
前

の
力
量
は
さ
て
、
本
格
的
な

歌
人
と
し

て
順
が
広
く
認
め
ら
れ
て

い
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
順

の
起
用
が

『
万
葉
』
訓
読

の
た
め

で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
梨
壷

の
五
人

の

な
か

で
の
中

心
人
物

と
し
て
活

躍
し
え
た
の
も
、
当
初
計
画
が
、

『
万
葉
』

の

訓
読

撰
進

に
あ

っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
順
が
中

心
で
あ

っ
た
と

み

る

点

で

は
、
「
万
葉
集

は
、

も
と
は
ひ
と

へ
に
真
名
仮
名
と

い
ふ
も

の
に
書
き

た

る

も

の
に
て
、
才
智

あ
る
老

は
読

み
、
文
字
知
ら

ぬ
者

は
、
え
読
ま
ず

、
ま
し
て
女

な
ど

は
、

え
見
ず

の
み
あ

り
け
る
を
、

こ
の
御
時
、
梨
壷

の
五
人
、
か

つ
は
定

む
ね

め
合

せ
て
、
源
順
宗
と
才
智
あ
る
者

に
て
、
和
し

て
な
ん
、
常

の
仮
名

は
付

け

始

め
た
り
け
る
」
(
『
古
来
風
躰
抄
』
上
)
、
「彼

の
み
か
ど
御

と
き
、
梨
壷

の
五

人

に
仰
せ

て
、
万
葉
集

を
や
は
ら
げ
ら
れ
け
る
も
、

こ
の

(広
幡
御
息
所
)
御

す

N
め
と
そ
。
順
、
筆

を
と
れ
り
け
る
」

(
『十
訓
抄
』
第
七
)
、
「
村
上
夫
皇

の
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御
時

、
源
順
と
云
人
和
漢

識
者
也

〈
中
略
〉
後
撰

の
撰
者

と
し
て
、
梨
壷

の
五

人

の
随

一
た
り
L

(
『古
今
集
序
註
』
)
な
ど
、
後
代

の
見
方

は

一
致
し

て
い
る
。

『
石
山
寺
縁
起

』
で
は
、
順

が
石

山
寺
参
詣

の
帰
途
、
馬
子
が
左
右

の
手

で
、

馬

の
荷

を
直

そ
う
と

し
て
、
「
ま

て
よ
り
」

(両
手

で
)
と

い

っ
た

こ
と
か
ら
、

「
左
右
」

を

「
ま
て
」
と
訓
ず

る
こ
と
を
悟

っ
た
、
と

い
う
順
苦
心

の
説
話

を

伝

え
て
お
り
、
『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』

の

一
場
面
と
な

っ
て
い
る

こ
と
は
、

よ

く
知
ら
れ

て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

順

の
文
人
と
し

て
の
実
力

は
、
高
明
圏
や
大
学
寮
関
係
者
か
ら
認
め
ら
れ
出

し

て
い
た

こ
と

は
、
す

で
に
み

て
き
た
よ
う

に
確

認
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、

ま

だ
学
生

の
身

で
あ
り
、

一
流

の
文
人
と
し
て
遇
さ
れ
た
経
験

は
な
い
。
そ

の
順

が
抜
癨
さ
れ
た
理
由
を
考
え

て
み
る
と
、
漢
字

に
和
訓
を
施

す
と
い
う

『
和
名

抄
』

の
業
績
が
評
価
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
こ
と
と
、

そ
う
し
た
業
績
を
認

め
、

引
き
た
て

て
く
れ
る
人
脈
に
恵

ま
れ

て
い
た
、

と
い
う

こ
と

の
二
点
が
指
摘

で

き
る
。

『和

名
抄

』
の
序

文
で
は

「
或
挙
類
聚
国
史
、

万
葉
集
、

三
代
式
等
用
之
仮

名
」

と
述

べ
て
憶

い
る
が
、

「
万
葉
集

云
」
と
し

て
引
く
も

の
は
、
す
べ

て
六

箇
所

(
「男

.
日
本
琴

・
喚
子
鳥

・
稲
負
鳥

・
疑
冬

・
葉
」
)

に
す
ぎ
ず

、
し
か

も

か
く

べ

つ

『
万
葉
』

に
固
有
な
語
彙
と
も
思
わ
れ
ず
、
佐
藤

謙
三
氏
の
よ
う

に
、
順

の

『
万
葉
』

に
関
す
る
知
識
は
高
く
評
価

で
き
な
い
と
の
発
言

(「
源
順

と
万
葉
集
」

.

『
平
安
時
代

文
学
の
研
究
』
)

も
あ

る
。
順
が

『
和
名
抄
』

に
、

『
万
葉
集

』

を
ど

の
程
度
利
用

し
た
か
、

具
体
的

に
問
う
と

こ
ろ
で
は
な
か

っ

た
で
あ
ろ
う
。
漢
字

に
和
訓

を
施
す
と

い
う
最
初

の
試
み

で
あ

っ
た
辞
書

を
編

纂
し
た
そ
の
こ
と
が
、
同
黄

名
で
記
さ
れ
た

『万
葉
集
』
訓
読
に
役
に
立
つ

は
ず

だ
、

と
考

え
た
の
が
起
用
者
側

の
判
断

で
あ

っ
た
ろ
う
。
単
な
る
学
儒
と

し
て
の
正
統
的
な
学
問

の
持
主
だ

っ
た
ら
、
ほ

か
に
数
多
く

い
た

は

ず

だ

か

ら
、
若
き
順

の
述
作

『
和
名
抄
』

の
存
在
を
抜
き

に
し

て
彼

の
起
用
は
考
え
ら

れ

ま
い
。

『
和
名
抄
』

は
勤
子
内
親

王

に
奉

ら
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
が
、

勤
子

内
親

王

は
、
後

に
権
中
納
言
時

代

の
師
輔
と
結

婚
し
て

い
る

(前

稿

五

節

.参

照
)

か

ら
、
別
当
伊
尹

の
父

で
も
あ
る
師
輔

か
ら
の
和

歌
所

推
挙

が
考

え

ら

れ

て

よ

い
。
勤
子
内
親
王
が
、
天
慶

元
年

〈九
三
八
〉
薨
ず

る
と
、

師

輔
は
、

さ
ら
に
そ

の

妹
雅
子
内
親
王
を
妻

に
し
て
い
る
。
高

明
の
姉
妹

二
人
を
妻

に
迎
え

て
い
る
わ

け
だ
。
多

武
峯
少
将
高
光
や
太
政
大
臣
為
光

ら
の
母

に
あ
た
る
の
が
、

こ
の
雅

子
内
親

王
で
あ
る

(
天
暦

八
年

〈
九
五
四
〉
四
十

五
歳

で
薨

じ
て
い
る
。

『
一
代
要

記
』
.
『尊
卑
分
脈
』
)
。

一
方
、
高
明
も
師
輔

の
三
女

を
妻
と

し
、
姉
宮
雅
子
内

親

王
腹

の
、
師
輔
女
、
愛
宮

(
『
多
武
峯
少
将
物
語
』

に
も
登
場
す
る
)
を
妻
と

し
て
い
る
か
ら
、
師
輔

と
高
明
と

は
、
婚
姻
を
通
じ

て
き
わ
め

て
緊
密
な
関
係

に
あ

っ
た
わ
け

で
あ
る
。
師
輔
ー
高
明

ラ
イ

ン
か
ら

の
推
挙
を
想
定

す
る
ゆ
え

ん
で
あ
る
。

望
城

.
時
文

に

つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
先

の

『
八
雲
御
抄
』

の
引
用
を
続

け
る
と
、
「能

宣
、

元
輔

は
為

二重
代

一之
上
、
尤

可
レ
然
歌
人
な
り
。
順
又
重
代

に
あ
ら
ず

と
い

へ
ど

も
、
此
道
稽
古

の
者
な
り
。
茂
材
、
時
文

は
た

父
父
が
子

と
い
ふ
ば

か
り
な
り
」
と
あ

る
。
望
城

は
坂
上
是
則

の
、
時
文
は
紀
貫
之

の
、

子
と

い
う
ぼ

か
り
だ
と

い
う
酷
評
だ
が
、
梨
壺

に
お
け
る
二
人
の
評
価

は
、
今

日

に
及
ぶ
ま

で
変
わ
ら
な

い
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、

こ
れ

は

『
後
撰
集
』

撰
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
か
ど
う
か
の
立
場

か
ら
の
評
価

で
あ

る
。
順
が

「
此
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道
稽
古

の
者

な
り
」

と
の
評
価

を
う

る
歌
人
と

し
て
の
実
績
を

つ
み
あ
げ
た

の

は
、
後
年

の

こ
と
だ
。

二
人

の
人
選

に
は
、
別

の
角
度

か
ら

の
起
用
理
由
、
す

な
わ
ち
当
初
計

画
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
理
由
が
あ

っ
た
か
も
知
れ
な

い
の
で
あ

る
。
た
し
か

に
、
望

城
は
、

天
徳

四
年

〈
空
ハ○
〉
三
月

三
十

日
の
内
裏
歌
合

に
、

時

文

は
、
貞
元

二
年

〈九
七
七
〉
の
三
条
左
大
臣
頼
忠
前
栽
歌
合

に
、

そ
れ
ぞ
れ
出

詠
し

て
い
る
が
、
特
筆
す
べ
き
歌
人
と
は
思

わ
れ
な
い
。

ま
さ
に

そ

の

こ

と

が
、
他

の
理
由

の
存
在
を
思
わ
せ
る

の
で
あ
る
。

望
城

は
、
天
暦
五
年
当
時
、
御
書
所
預

で
あ

っ
た
が
、

『
類
聚
符
宣
抄
』

を

み
る
と
、
「
康
保

四
年

八
月
廿
七
日

権
少
外
記
坂
上
望
城
奉
」

(第
十
)
、
「
安

和
元
年
十

一
月
十
七
日

少
外
記
坂
上
望
城

奉
」
(
第
九
)

の
記
事

が
出

て
い

る
。
彼

は
、
後
年
、
権
少
外
記

か
ら
少
外
記
を
歩
ん

で
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
。

こ
の

コ
ー

ス
は
、
漢
学

の
素
養
を
修

め
た
中
堅
官
人

の
歩

む
道

で
あ

り
、
任
命
当
時
、
御
書
所
預

で
あ

っ
た
が
、
前
節
㈲

で
み
た
よ
う

に
、
漢

学

を
修

め
た
者

た
ち
の
集

ま
る
と

こ
ろ
で
あ

っ
た
か
ら
、
望
城
も
ま
た
万
葉

訓

読

の
た
め
の
人
選

で
あ

っ
た
と
考

え
た
方
が
自
然
だ

ろ
う
。

時
文

に

つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
『
二
中
歴
』

(第
十

三

・
一
能
歴
)

に

な
み

よ
れ
ば
、
時

文
は
能
書
家

で
あ

っ
た
。
天
暦

の
御
時
、
月
次

の
御
屏
風

の
た

め

の
歌
を
色
紙
形

に
書

い
て

い
た
と
き
、
時
文

は
、
兼
盛
が
詠

ん
だ
歌
を
難
じ

た

が
、

か
え

っ
て
浅
慮
を
笑
わ
れ
て

い
る

(
『古
今
著
聞
集
』
第

六
)
。
歌

に
た
い

す

る
造
詣

の
な

さ
を
伝
え
る
、
時
文

に
と

っ
て
は
不
名
誉

な
話
だ
が
、
御
屏
風

の
色
紙
形

に
染
筆
す
る
能
書
家

の

一
面
が
か

い
ま
み
ら
れ
も
す
る
。
『
二
中
歴
』

に
は

「
内
匠
頭
紀
時

久
順
説
野
鐸

」

と
も
出
て
く
る
。

「時
久
」

は

明

ら

か

に

「
時
文
」

で
あ

る
。
能
書

の
官
人
と
し

て
の
側

面
が
あ
る

い
は
関
係

あ
る
か
も

知
れ
な

い
。

「
父
が
子
」
と

い
う

こ
と
は
あ

っ
た
か
も
知

れ
な
い
け
れ
ど
も
、

歌
人
と

し
て
の
力
量
を
考
慮
し

て
の
起

用
と
は
と
う
て
い
思

え
な
い
こ
と
で
あ

る
。と

も
あ
れ
、
順

は
こ
う
し

て
和
歌
所
寄

人
と
し
て
梨
壷

に
詰

め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
万
葉

の
訓
読
と
そ
れ

に
続
く

『後

撰
集

』
撰
進

の
中

心
的
人
物

と
し
て

の
活
躍
が
、
彼

に

「
天
暦

の
旧
臣
」
と
ま

で
い
わ
せ
、

「
行
末
を
た
の
む
」
期

待

を
懐

か
せ
た
わ
け

で
あ

っ
た
。

こ
の
の
ち
、
文
人
と
し

て
晴

の
場

に
出
る
こ

と
に
も
、
歌

人
と
し
て
認

め
ら
れ
だ
す

こ
と

に
も
な

る
。
和
歌
所

の
寄
人
と
な

っ
た

こ
と
が
、
順

の
生
涯

に
お
け

る

エ
ポ

ッ
ク
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
順

の
以
降

の
足
ど
り
を
追
う
こ
と

で
い

っ
そ
う

は

っ
き
り

し
て
く

る
だ
ろ
う
。

順

の
和
漢

に
わ
た
る
多
彩
な
文
学
的
履
歴

は
、

じ

つ
は
こ
れ

か
ら
始
ま
る
わ

け

で
あ
る
が
、
そ
の
追
求

は
次
稿
以
降

の
課
題
と

し
て
、

い
さ
さ

か
ま
と
ま
り

に
欠
け
る
け
れ
ど
も
本
稿

を
こ
こ
ま
で
で
閉

じ
る
こ
と

に
す

る
。

〈
注
>

1

前
稿

「《
源
順
伝
》
断
章
-

若
き
日
の
順
を

め
ぐ

っ
て
ー

」
(『
跡
見
学
園
女
子
大

学
国
文
学
科
報
』
9

・
昭

56

・
3
)
で
は
、
コ
局
明
葛
野
山
荘

で
の
歌
合
」
と

の
推

定
説
を
掲
げ
た
が
訂
正
し
た
い
。

い
ず
れ
後
に
論
及
す
る

こ
と
が
あ
ろ
う
。

2

奥
村
憲
右
「紅
梨
秋
風
-

源
順
集

の
め
ぐ
り
」

(『
三
十
六
人
集
攷
』
昭

56

・
1
)
。

3

石
川
徹

「
物
語
作
者
と
し
て
の
源
順
の
作
家

的
成

長
と
蜻
蛉
日

記

と

の

関

係
」

(『国
語
と
国
文
学
』
昭
33

・
11
)
、
『平
安
時
代
物
語
文
学
論
』

(昭
54
)
。

4

事
は
和
歌
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

漢
詩
文

に
お
け
る
戯
文
と
も

い
う

べ
き
雑
体

詩
群

(『無

尾
牛
歌
』
『高
鳳
刺
二貴
賤
之
同
フ交

歌
』
な
ど
)

の
存
在
と
も

パ
ラ

レ

ル
な
関
係

に
あ

ろ
う
。
規
矩
を
逸
脱
し
た
文
学
形
式

へ
の
の
め
り

こ
み
は
、

あ

い

か
わ
ら
ず
物
語
作
家

の
可
能
性
を
お
も
わ
せ
る
も

の
だ
。
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