
『
親
当
句
集
』
出
典
考

岩
　
下
　
紀
　
之

　
連
歌
集
の
研
究
を
す
る
た
め
の
最
も
基
本
的
な
作
業
は
、
句
集
を

形
成
す
る
各
句
が
い
か
な
る
百
韻
、
千
句
で
詠
ま
れ
た
か
を
調
査
究

明
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
各
句
の
成
立
年
代
を
確
定
し
、
前
句
の
作

者
を
明
ら
か
に
し
、
句
集
採
録
に
あ
た
っ
て
の
点
削
の
有
無
を
見
る
。

勅
撰
和
歌
集
の
研
究
で
は
と
う
に
終
了
し
て
い
る
基
礎
作
業
で
あ
る

が
、
連
歌
で
は
こ
ち
ら
の
方
面
が
ま
だ
ま
だ
不
充
分
で
あ
っ
た
。
百

韻
、
千
句
の
活
字
化
が
遅
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
連
歌
集
の
付
句

の
部
に
詞
書
が
な
い
こ
と
と
い
っ
た
条
件
の
も
と
で
は
い
た
し
か
た

も
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
年
表
形
式
に
よ
る
整

理
が
進
み
、
一
方
計
算
機
に
よ
る
検
索
が
我
々
に
も
手
の
届
く
も
の

に
な
り
つ
つ
あ
る
。
勢
田
勝
郭
氏
に
よ
る
『
竹
林
抄
』
の
他
出
文
献

一
覧
は
、
こ
の
よ
う
な
地
平
に
立
っ
た
、
従
来
の
手
作
業
と
は
異
な

る
精
度
を
備
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
稿
は
こ
の
勢
田
氏
に
よ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
ふ
ま
え
た
試
稿
で

あ
っ
て
、
『
親
当
句
集
』

後
は
『
新
撰
菟
玖
波
集
』

続
し
て
み
た
い
。

の
出
典
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
今

ま
で
を
視
野
に
お
さ
め
つ
つ
、
作
業
を
継

　
蜷
川
智
藏
出
座
の
百
韻
千
句
と
『
親
当
句
集
』
と
の
共
通
句
は
、

す
で
に
石
村
雍
子
氏
の
『
和
歌
連
歌
の
研
究
』
の
中
で
調
査
さ
れ
、

計
十
五
句
あ
る
む
ね
指
摘
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
わ
ず
か
に
三
句
ほ

ど
の
共
通
句
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
後
百

韻
千
句
の
整
理
が
進
ん
だ
こ
と
を
も
と
に
現
状
を
見
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
智
窺
出
座
の
連
歌
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。

千
句
は
次
の
通
り
。

　
永
享
五
年
二
月
十
一
日
　
北
野
万
句
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文
安
二
年
冬

百
韻
は
、

　
永
享
十
二
年
十
月
十
五
日

　
嘉
吉
三
年
十
月
二
十
三
日

　
文
安
元
年
十
月
十
二
日

　
文
安
二
年
十
月
十
八
日

　
文
安
四
年
五
月
二
十
九
日

　
文
安
四
年
八
月
十
五
日

　
文
安
四
年
八
月
十
九
日

　
文
安
四
年
八
月
二
十
日

　
文
安
四
年
九
月
六
日

　
文
安
五
年
二
月
五
日

　
年
時
未
詳
の
も
の
と
し
て
、

雪
千
句

山
何
百
韻

何
木
百
韻

何
船
百
韻

朝
何
百
韻

何
船
百
韻

何
路
百
韻

何
人
百
韻

何
人
百
韻

山
何
百
韻

山
何
百
韻

　
梅
な
れ
や
木
の
下
や
み
の
天
津
星
、
を
発
句
と
す
る
、
独
吟
何
玉

百
韻
（
天
満
宮
文
庫
本
）

　
九
重
も
月
の
う
ち
な
る
都
か
な
、
を
発
句
と
す
る
独
吟
夕
何
百
韻

（
野
坂
本
）

　
撫
子
の
お
ひ
さ
き
こ
も
る
籠
か
な
、
を
発
句
と
す
る
唐
何
百
韻
（
高

野
山
本
）

　
『
連
歌
史
論
考
』
の
連
歌
史
年
表
文
安
五
年
条
に
よ
れ
ば
、
さ
ら

に
、　

花
の
色
を
待
や
か
す
み
の
春
の
袖
、
を
発
句
と
す
る
山
何
百
韻
、

　
吹
け
嵐
花
も
紅
葉
も
夏
の
庭
、
を
発
句
と
す
る
、

在
す
る
の
で
あ
る
が
、
未
見
で
あ
る
。

二

何
路
百
韻
が
存

興
行
さ
れ
た
順
に
、
句
集
と
の
共
通
句
を
記
し
て
お
こ
う
。

　
嘉
吉
三
年
十
月
二
十
三
日
何
木
百
韻

以
下
百
韻
は
、
発
句
を
一
、
上
句
を
一
〇
〇
と
し
て
通
し
番
号
を
付

し
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

四一

ﾘ
か
ら
し
の
風
の
お
り
く
吹
て
後
　
忍

四
二
　
冬
さ
れ
に
な
る
山
の
し
た
し
は
　
　
　
静

四
三
　
椎
の
葉
に
か
・
る
霰
は
う
ち
散
て
　
　
当

句
集
に
は
、

五
〇
七
　
木
か
ら
し
そ
よ
く
山
の
し
た
梨

五
〇
八
　
椎
の
葉
に
か
・
る
あ
ら
れ
の
う
ち
散
て

こ
こ
で
は
、
も
と
の
百
韻
の
四
一
、
四
二
を
混
合
凝
縮
し
て
、
新
し

い
前
句
を
創
出
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
新
た
に
木
枯
し
の
吹
き

し
く
景
が
み
ち
び
き
出
さ
れ
、
全
体
が
動
き
の
あ
る
自
然
描
写
に
作

り
な
お
さ
れ
て
い
る
。
元
の
百
韻
の
前
句
に
は
、
静
的
な
場
面
設
定

が
あ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
修
整
は
句
集
採
録
に
あ
た
っ
て
の
、

智
猫
の
改
作
が
成
功
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
形
で
、
『
竹
林
抄
』
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（一

�
ﾛ
ハ
九
、
一
二
七
〇
）
と
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
（
＝
五
四
、

＝
五
五
）
に
入
集
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
『
七
賢
時
代
連
歌
句

集
』
の
本
の
形
の
「
し
た
梨
」
は
、
し
た
庵
の
誤
植
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
百
韻
か
ら
は
こ
の
一
句
を
見
出
し
た
。

　
文
安
二
年
雪
千
句

　
第
二
百
韻
発
句

　
　
雪
さ
そ
へ
過
行
四
つ
の
時
つ
か
せ
　
智
葱

句
集
で
は
、
詞
書
「
あ
る
所
に
て
」
と
あ
っ
て
、

四
四
　
雪
さ
そ
へ
過
行
よ
つ
の
時
津
か
せ

　
第
八
百
韻

三
五
　
七
日
に
も
袖
は
ほ
さ
れ
ぬ
塩
く
み
て
　
能

三
六
春
は
や
く
と
や
わ
か
な
つ
む
ら
ん
当

句
集
で
は
、

一〇

縺
@
　
七
日
に
も
挟
は
ほ
さ
ぬ
し
ほ
く
み
て

＝
○
　
は
る
は
や
く
と
や
わ
か
な
つ
む
ら
む

同
じ
く
、
第
十
百
韻

三
八
　
な
か
れ
て
は
や
き
水
そ
か
す
め
る
　
竜

三
九
　
見
る
も
う
し
鏡
の
そ
こ
の
老
の
浪
　
当

句
集
で
は
、

三
七
　
　
は
や
く
過
ゆ
く
水
そ
か
す
め
る
　
　
　
　
　
　
　
、

三
八
　
み
る
も
う
し
か
・
み
の
そ
こ
の
老
の
な
み

　
以
上
、
三
句
の
共
通
句
を
見
出
し
た
。
同
じ
千
句
で
、
智
葱
と
親

当
と
両
方
の
名
前
で
あ
ら
わ
れ
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
、

事
実
と
し
て
認
め
て
お
く
し
か
あ
る
ま
い
。
こ
れ
以
後
の
百
韻
で
も

そ
う
な
っ
て
い
る
。
句
集
採
録
に
あ
た
っ
て
は
、
少
し
手
を
加
え
た

あ
と
が
あ
る
も
の
の
、
特
に
言
及
す
べ
き
ほ
ど
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

句
集
⊥
ハ
一
八
の
老
の
感
慨
も
、
智
藏
の
年
齢
の
推
定
に
役
立
つ
ほ
ど

で
も
な
い
が
、
文
安
二
年
段
階
に
こ
う
詠
ん
で
お
か
し
く
な
い
年
齢

で
あ
っ
た
と
は
言
え
よ
う
。

　
な
お
、
『
竹
林
抄
』
に
は
こ
の
三
句
目
の
「
み
る
も
う
し
…
…
」

の
句
が
含
ま
れ
る
の
み
で
、
そ
の
前
の
二
句
は
収
録
さ
れ
な
い
。
別

に
千
句
か
ら

　
第
三
百
韻

九
二
　
し
は
し
の
月
の
あ
か
つ
き
の
か
け
　
原

九
三
　
う
し
つ
ら
し
老
の
ね
覚
の
秋
の
空
　
当

が
『
竹
林
抄
』
一
〇
二
五
、
一
〇
二
六
に
採
ら
れ
て
い
る
。

　
第
四
百
韻

六
四
　
木
た
ち
よ
り
ち
る
蔦
の
し
た
道
　
　
　
　
　
　
晟

六
五
く
ち
の
こ
る
ゐ
か
き
さ
ひ
し
き
ゆ
ふ
か
つ
ら
当

は
、
句
集
と
『
竹
林
抄
』
に
あ
る

五
七
五
　
葛
葉
を
み
る
も
あ
は
れ
な
り
け
り
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五
七
六
　
朽
ち
の
こ
る
神
の
い
か
き
も
さ
ひ
し
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
竹
林
抄
』
三
〇
三
・
三
〇
三
二
）

と
類
似
す
る
の
で
あ
る
が
、
前
句
付
句
が
共
に
修
整
さ
れ
た
場
合
、

共
通
句
と
認
定
す
る
の
が
難
し
い
。
結
局
共
通
句
三
句
と
、
参
考
と

す
べ
き
一
句
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
文
安
四
年
八
月
十
五
日
何
路
百
韻

二
　
都
そ
秋
は
最
中
な
り
け
る
　
　
　
　
　
等
運

三
　
朝
霧
を
四
方
に
め
く
れ
る
山
を
見
て
　
智
菰

句
集
で
は
、

　
　
伊
勢
国
司
上
洛
の
時
一
座
侍
り
し
に
脇
句
は
国
司

三
六
三
　
秋
の
最
中
そ
都
な
り
け
る
と
侍
り
し
第
三
句

三
六
四
　
あ
さ
霧
の
四
方
に
め
く
る
を
山
と
み
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
竹
林
抄
』
九
六
九
・
九
七
〇
）

と
あ
り
、
前
句
付
句
と
も
に
少
し
ず
つ
異
同
が
あ
る
。
脇
の
国
司
の

句
は
、
実
は
等
運
な
る
人
物
の
代
作
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一四

@
あ
と
な
し
こ
と
に
な
れ
る
あ
ら
ま
し
　
忍

一五

@
か
け
来
し
は
夕
の
雲
を
契
に
て
　
　
　
親
当

句
集
五
三
五
・
五
三
六
で
異
同
が
な
い
。
（
『
竹
林
抄
』
三
二
・
一
四
三
）

四
八
　
む
な
し
き
と
こ
そ
な
れ
る
佗
し
さ
　
　
運

四
九
　
葛
城
や
山
下
ふ
し
の
花
散
て
　
　
　
　
当

句
集
は
、

一
巴
　
　
む
な
し
き
床
そ
明
る
わ
ひ
し
き

西
二
　
か
つ
ら
き
の
山
し
た
ふ
し
の
花
散
て

そ
れ
ぞ
れ
小
異
が
あ
る
。
（
『
竹
林
抄
』
三
＝
・
三
三
）

六
七
　
花
は
た
・
色
も
匂
ひ
も
さ
や
か
に
て
　
忍

六
八
　
雪
か
と
見
れ
は
残
る
白
菊
　
　
　
　
　
向

六
九
　
水
無
瀬
川
今
も
は
や
く
の
秋
の
月
　
　
当

句
集
で
の
形
は
次
の
通
り
。

三
六
五
　
き
く
か
と
み
れ
は
の
こ
る
し
ら
雪

三
六
六
　
み
な
せ
川
い
ま
も
は
や
く
の
妹
の
月

　
『
竹
林
抄
』
八
七
五
で
は
、
霜
か
と
見
れ
は
残
る
し
ら
き
く
、
の
形

で
見
え
て
お
り
、
興
味
深
い
変
動
を
示
し
て
い
る
。
菊
と
水
無
瀬
は

寄
合
で
あ
っ
て
替
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
残
る
白
菊
」
と
「
残

る
白
雪
」
で
は
、
季
節
が
違
っ
て
来
る
。
こ
こ
で
は
智
疽
の
意
図
的

な
改
作
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
句
集
で
は
前
句
は
春
季
で
、
付
句
で
は
秋
に
転
換
す
る
こ
と
に

な
る
。

　
な
お
、
こ
の
百
韻
か
ら
の
四
句
は
、
い
ず
れ
も
『
竹
林
抄
』
に
も

ま
た
採
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
句
形
が
微
妙
に
異
な
っ
て
お
り
、
宗

紙
が
百
韻
と
句
集
の
ど
ち
ら
に
も
と
つ
い
て
い
る
か
は
判
然
と
し
な

い
。

文
安
四
年
八
月
十
九
日
　
何
人
百
韻
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こ
の
百
韻
は
名
高
い
発
句
を
は
じ
め
、
四
句
の
共
通
句
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
発
句

　
　
名
も
し
ら
ぬ
小
草
花
さ
く
河
辺
哉

が
、
句
集
三
九
、
『
竹
林
抄
』
三
二
六
六
、
も
ち
ろ
ん
、
『
新
撰
菟
玖
波
集
』

に
も
あ
ら
わ
れ
る
。

　
以
下
、

五
六
　
水
の
あ
り
て
は
浪
そ
見
へ
た
る
　
　
　
早

五
七
　
入
江
な
る
尾
花
か
本
の
朝
氷
　
　
　
　
当

句
集
で
は

四
八
五
　
　
水
の
あ
わ
と
か
な
み
そ
見
え
た
る

四
八
六
　
入
江
な
る
お
は
な
か
も
と
の
あ
さ
氷

前
句
の
異
同
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
写
本
で
紛
れ
や
す
い

文
字
の
組
み
合
わ
せ
な
の
で
、
断
定
的
な
決
論
は
下
せ
な
い
で
あ
ろ

う
。六

四
　
ま
く
さ
を
運
ふ
す
こ
か
帰
る
さ
　
　
　
喬

六
五
旅
人
や
こ
の
一
む
ら
に
と
ま
る
ら
ん
当

句
集
で
は
六
六
九
・
六
七
〇
で
異
同
な
し
。

七
〇
　
声
た
つ
る
ま
て
思
ひ
佗
つ
・
　
　
　
心

七一

ｽ
・
く
連
忍
ふ
妻
戸
を
よ
も
あ
け
し
　
当

は
、
句
集

五
三
三
　
声
た
つ
る
ま
て
お
も
ひ
わ
ひ
ぬ
る

五
三
四
　
た
・
く
と
て
し
の
ふ
妻
戸
は
よ
も
あ
け
し

こ
れ
は
小
異
あ
る
。

　
文
安
四
年
八
月
二
十
日
　
何
人
百
韻

雪一

Z
　
語
り
な
く
さ
む
言
の
葉
そ
う
き
　
　
　
醐

三
葛
城
や
入
来
し
峯
の
道
す
か
ら
当

句
集
に
、

六
五
五
　
か
た
り
な
く
さ
む
老
の
か
な
し
さ

六
五
六
　
山
ふ
し
の
入
に
し
嶺
の
道
す
か
ら

こ
れ
は
類
似
し
た
句
な
の
だ
が
、
前
句
付
句
と
も
に
こ
の
程
度
の
異

な
り
が
あ
る
と
、
出
典
と
み
な
す
べ
き
か
ど
う
か
、
迷
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　
文
安
四
年
九
月
六
日
　
山
何
百
韻

五
六
　
恋
し
さ
さ
そ
ふ
秋
の
は
つ
か
せ
　
　
　
心

五
七
ち
る
ら
め
や
我
ふ
る
郷
の
は
は
そ
原
当

句
集
は
、

四
八
三
　
恋
し
さ
さ
そ
ふ
妹
風
そ
ふ
く

四
八
四
　
ち
る
ら
め
や
我
か
ふ
る
郷
の
は
・
そ
原

と
前
句
を
修
整
し
て
い
る
。
句
集
と
同
じ
形
で
『
竹
林
抄
』
一
〇
八
五
・

一〇

ｪ
六
に
採
っ
て
い
る
。

文
安
五
年
二
月
五
日
　
山
何
百
韻
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こ
の
年
は
智
葱
死
去
の
年
で
、

最
後
の
連
歌
で
あ
る
。

三
六
　
野
は
ら
の
あ
ら
し
露
砕
く
声

三
七
　
ふ
る
郷
の
身
を
し
る
雨
に
花
落
て

句
集
で
は

一四

ｵ
　
野
は
ら
の
あ
ら
し
露
く
た
く
な
り

西
八
　
ふ
る
郷
の
身
を
し
る
雨
に
花
お
ち
て

前
句
の
「
砕
く
声
」
を
「
く
た
く
な
り
」

・
三
八
六
に
は
百
韻
の
形
で
入
集
。

　
ま
た
、

七
四
　
あ
ら
は
れ
出
る
中
は
う
ら
め
し

七
五
　
人
の
身
に
添
し
玉
し
ゐ
か
へ
り
こ
て

句
集五

三
七
　
あ
ら
は
れ
い
つ
る
中
そ
か
な
し
き

五
三
八
　
人
の
身
に
そ
へ
し
玉
し
ゐ
帰
り
こ
て

こ
こ
も
「
う
ら
め
し
」
を
「
か
な
し
き
」

　
句
集
と
は
別
に
、

撰
菟
玖
波
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
。

知
ら
れ
る
か
ぎ
り
彼
の
出
座
し
た

当忍
に
修
整
。
『
竹
林
抄
』
三
六
五

当貞

　
　
　
　
　
　
　
に
変
え
て
い
る
。

こ
の
百
韻
の
一
三
・
二
三
の
句
が
『
竹
林
抄
』

『
新

　
年
時
未
詳
の
、
「
撫
子
の
お
ひ
さ
き
こ
も
る
籠
か
な
」
を
発
句
と

す
る
百
韻
か
ら
は
、
こ
の
発
句
が
句
集
二
五
八
に
同
形
で
入
っ
て
い
る

ほ
か
、
次
の
共
通
句
を
見
出
し
た
。

五
五
　
影
を
た
に
う
つ
さ
む
瀬
々
の
涙
川
　
　
忍

五
六
な
と
み
な
か
み
の
紅
葉
散
ら
ん
当

句
集
で
は
、

四
九
五
　
　
色
に
さ
へ
あ
さ
く
は
み
え
ぬ
涙
川

四
九
六
　
な
に
み
な
か
み
の
も
み
ち
ぢ
る
ら
ん

と
見
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
前
句
の
「
影
」
を
「
色
」
に
変
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
色
彩
感
を
よ
り
鮮
明
な
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

百
韻
で
は
、
さ
ら
に
そ
の
前
の
句
が
、

五
四
　
か
は
す
と
み
つ
る
夢
の
こ
と
の
葉
　
　
瑚

と
い
う
の
で
、
そ
れ
に
付
け
た
忍
（
誓
）
は
、
影
と
い
う
語
に
相
手

の
姿
と
い
う
意
味
を
込
め
て
い
る
。
つ
ま
り
恋
の
句
と
し
て
の
は
た

ら
き
を
充
分
発
揮
し
て
い
る
。
智
藏
は
付
句
の
秋
季
を
効
果
的
に
す

る
た
め
に
、
紅
葉
の
色
彩
感
の
ほ
う
に
引
き
つ
け
る
修
整
を
試
み
た

の
で
あ
ろ
う
。

七
七
　
あ
れ
は
あ
ひ
け
り
年
々
の
春
　
　
　
　
醐

七
八
　
ま
た
さ
り
き
老
の
末
野
の
花
盛
　
　
　
当

こ
れ
が
句
集
で
は
、

三
一
　
あ
れ
は
そ
あ
へ
る
年
く
の
春

三
二
　
ま
た
さ
り
し
老
の
末
野
の
花
さ
か
り

と
小
さ
な
修
整
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
句
は
『
竹
林
抄
』
三
四
一
・

三
四
二
に
も
入
集
す
る
が
、
句
形
は
ど
ち
ら
と
も
一
致
し
な
い
。
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最
後
に
参
考
と
し
て
一
句
あ
げ
て
お
き
た
い
。
永
享
九
年
三
月
廿

一
日
の
北
野
万
句
第
一
山
何
連
歌
に
、
次
の
句
が
あ
る
。

五九

@
い
つ
ま
て
か
ひ
と
り
ね
よ
と
は
思
ふ
ら
む
　
藤
原
元
康

六
〇
　
ま
ち
よ
は
れ
と
て
月
そ
か
た
ふ
く
　
　
　
　
泉
阿

句
集
に
、

三
九
一
　
今
夜
又
い
た
つ
ら
ふ
し
に
明
や
せ
む

三
九
二
　
ま
ち
よ
は
れ
と
て
月
そ
か
た
ふ
く

と
い
う
句
が
あ
る
。
前
句
が
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
付
句
の
作
者
も

異
な
っ
て
い
る
。
泉
阿
が
智
猫
の
別
名
と
の
可
能
性
は
考
慮
に
と
ど

め
て
お
き
た
い
が
、
今
の
と
こ
ろ
偶
然
の
一
致
と
考
え
る
し
か
あ
る

ま
い
。

三

　
以
上
『
親
当
句
集
』
と
百
韻
千
句
の
共
通
句
、
見
当
っ
た
か
ぎ
り

を
あ
げ
て
み
た
。
筆
者
と
し
て
、
指
摘
し
え
た
も
の
十
八
句
、
修
整

の
度
合
い
が
大
き
く
断
定
を
ひ
か
え
た
い
も
の
二
句
、
偶
然
の
一
致

と
見
な
す
べ
き
も
の
一
句
で
あ
る
。
大
き
な
修
整
を
加
え
ず
に
句
集

に
採
録
し
た
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
稀
に
修
整
の
意
図
へ
の

想
像
を
許
す
例
も
あ
っ
た
。

　
な
お
採
録
さ
れ
た
百
韻
千
句
は
嘉
吉
三
年
か
ら
文
安
五
年
ま
で
、

約
五
年
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
の
作
品
の
残
存
率
が
低
い
こ
と
で
、

よ
り
多
く
の
資
料
の
出
現
が
待
た
れ
る
。
『
親
当
句
集
』
が
自
撰
で

あ
ろ
う
と
の
推
定
は
『
七
賢
時
代
連
歌
句
集
』
の
編
者
の
御
見
解
で

妥
当
な
も
の
と
思
う
が
、
死
去
す
る
年
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
裏
づ

け
ら
れ
た
と
考
え
る
。

　
『
竹
林
抄
』
の
採
録
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
句
集
は
直
接
の
対
象

と
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
原
懐
紙
な
い
し
、
他
の
句
集
を
参

照
し
て
い
た
形
跡
は
明
ら
か
で
、
句
形
や
、
百
韻
か
ら
の
入
集
な
ど
、

『
親
当
句
集
』
と
は
何
個
所
も
く
い
ち
が
い
が
あ
る
。

注
．
本
稿
で
は
「
親
当
句
集
」
は
「
七
賢
時
代
連
歌
句
集
」
本
を
用
い

　
て
い
る
。

　
『
竹
林
抄
』
の
番
号
は
『
校
本
竹
林
抄
』
に
よ
っ
て
い
る
。
岩
波
書

　
店
の
新
大
系
本
の
番
号
づ
け
は
、
本
稿
の
作
業
に
時
間
的
に
利
用
で

　
き
な
か
っ
た
が
、
付
載
の
他
出
文
献
一
覧
に
大
き
な
恩
恵
を
こ
う
む

　
っ
た
。
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