
『
和
歌
初
学
抄
』
の
古
筆
切

日
比
野
浩
信

　
藤
原
清
輔
の
著
述
『
和
歌
初
学
抄
』
は
、
同
じ
く
清
輔
ら
の
手

に
よ
っ
て
仁
安
年
間
に
成
っ
た
『
和
歌
現
在
書
目
録
』
に
既
に
そ

の
名
が
見
え
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
成
立
で
あ
ろ
う
が
、
現
存
本

は
、
奥
書
に
「
嘉
応
元
年
七
月
日
依
殿
下
仰
抄
出
之
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
も
知
ら
れ
る
通
り
、
清
輔
六
十
六
才
の
時
に
抄
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
序
文
に
、

　
　
歌
を
よ
ま
む
に
は
ま
つ
題
を
よ
く
思
ひ
と
き
心
う
べ
し
。
花

　
　
を
よ
ま
む
に
は
花
の
面
白
く
覚
え
む
ず
る
事
、
月
を
詠
ぜ
む

　
　
に
は
月
の
あ
か
ず
見
ゆ
る
心
を
思
ひ
つ
“
け
て
を
か
し
く
取

　
　
り
な
し
て
、
古
き
詞
に
や
さ
し
か
ら
む
を
選
び
て
な
び
や
か

　
　
に
つ
．
・
く
べ
き
也
。

と
あ
り
、
清
輔
の
詠
作
態
度
を
考
え
る
上
で
注
意
さ
れ
る
が
、
本

書
の
名
称
に
も
示
さ
れ
る
通
り
、
初
学
者
に
向
け
て
の
心
得
で
あ

る
と
と
ら
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
世
以
降
、
和
歌
の
理
念

を
記
し
、
秀
歌
を
列
挙
す
る
と
い
っ
た
、
抽
象
的
な
歌
学
書
が
多

く
み
ら
れ
る
中
、
実
詠
歌
か
ら
の
歌
句
を
摘
出
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
体
系
付
け
ら
れ
た
『
和
歌
初
学
抄
』
は
、
至
便
な
書
と
し
て
、

初
学
者
に
限
ら
ず
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
六
条
家
の
歌
学
書
は
、
さ
ほ
ど
多
く
現
存
し
て
い
る
と
は
い
え

な
い
が
、
そ
の
流
布
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
て
古
筆
切
が
考
え
ら

れ
、
『
和
歌
初
学
抄
』
は
、
平
安
時
代
に
成
っ
た
歌
学
書
と
し
て
は
、

最
も
多
く
の
古
筆
切
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
『
和
歌
初
学
抄
』
の
伝
本
に
つ
い
て
は
、
久
曽
神
昇
氏
、
川
上

　
　
　
　
ど
　

新
一
郎
氏
の
ご
研
究
が
あ
り
、
何
ら
付
け
加
え
る
所
は
な
い
が
、

管
見
に
入
っ
た
『
和
歌
初
学
抄
』
の
古
筆
切
を
集
成
し
、
そ
の
本

文
に
も
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。
但
し
、
複
製
本
な
ど
に
よ
っ

て
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
切
に
関
し
て
は
、
そ
の
本
文
は
一
々
あ

げ
な
い
こ
と
と
す
る
。
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比
較
に
用
い
る
『
和
歌
初
学
抄
』
本
文
は
、
「
日
本
歌
学
大
系
」

所
収
本
に
拠
り
、
必
要
に
応
じ
て
「
平
安
時
代
歌
論
集
」
（
天
理

図
書
館
善
本
叢
書
）
所
収
本
、
志
香
須
賀
文
庫
蔵
（
室
町
期
書
写
）

本
、
天
和
四
年
版
本
（
歌
学
大
系
校
合
本
）
を
参
照
す
る
こ
と
と

す
る
。①

伝
中
臣
祐
春
筆
四
半
切

　
久
曽
神
氏
に
よ
っ
て
、

　
　
鎌
倉
時
代
の
古
紗
本
と
し
て
は
管
見
の
範
囲
で
は
、
天
理
図

　
　
書
館
蔵
二
本
の
他
に
は
伝
中
臣
祐
春
筆
四
半
切
、
伝
二
條
為

　
　
氏
筆
四
半
切
な
ど
が
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
志
香
須
賀
文
庫
の
御
所
蔵
で
二
十
四
・
六

×
十
一
・
七
セ
ン
チ
。
本
文
は
次
の
通
り
。
（
）
は
朱
書

　
　
　
さ

　
（
万
）
な
・
な
み
や
ひ
ら
の
や
ま
か
せ
う
み
ふ
け
は

　
　
　
つ
り
す
る
あ
ま
の
ぞ
て
か
へ
り
み
ゆ

　
（
万
）
お
も
へ
は
そ
わ
れ
て
も
つ
き
の
い
て
つ
ら
ん

　
　
こ
・
ら
た
ら
ち
の
さ
ね
の
な
か
よ
り

　
（
後
撰
）
な
つ
の
よ
は
あ
ふ
な
の
み
し
て
し
き
た
へ
の

　
　
ち
り
は
ら
ふ
ま
に
あ
け
そ
し
に
け
る

　
（
万
）
た
ま
た
れ
の
あ
み
め
の
ま
よ
り
ふ
く
風
の

　
同
さ
む
く
は
そ
へ
て
い
れ
ん
お
も
ひ
を

　
　
　
こ
れ
は
お
ほ
ゆ
る
は
か
り
な
り
の
こ
り
は
ひ
き

（一

�
ﾚ
始
め
の
「
な
」
に
朱
で
見
せ
消
ち
。
四
首
目
の
集
付
「
万
」

「
同
」
の
上
に
合
点
ら
し
き
墨
書
あ
り
。
）

「
次
詞
」
の
後
半
の
例
歌
と
、
最
後
の
説
明
文
の
大
半
で
あ
る
。

大
系
所
収
本
文
と
比
較
す
る
に
、
一
首
目
「
そ
で
か
え
る
み
ゆ
」

が
切
で
は
「
そ
で
か
へ
り
み
ゆ
」
と
あ
り
、
ま
た
最
終
行
、
大
系

で
は
「
可
引
考
也
」
と
漢
文
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
切
で
は
和
文

表
記
と
し
て
い
る
な
ど
の
他
は
、
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
四
首
目

の
集
付
に
は
誤
り
が
あ
る
。

　
②
伝
二
条
為
氏
筆
四
半
切

①
に
同
じ
く
久
曽
神
氏
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
、
志
香
須

賀
文
庫
蔵
。
二
十
三
・
三
×
六
・
ニ
セ
ン
チ
。
本
文
は
次
の
通
り
。

　
　
お
ほ
と
も
の
み
つ
の
は
ま
へ
を
う
ち
さ
ら
し

　
　
よ
せ
く
る
な
み
の
ゆ
く
へ
し
ら
す
も

　
　
す
み
よ
し
の
な
こ
の
は
ま
へ
に
む
ま
た
て
・

　
　
た
ま
ひ
ろ
ひ
し
は
つ
ゆ
わ
す
ら
れ
す

　
　
と
よ
く
に
の
き
く
の
な
か
は
ま
ゆ
き
く
ら
し

「
両
所
ヲ
詠
歌
」
の
「
浜
」
の
う
ち
の
二
首
目
、
三
首
目
及
び
、

四
首
目
の
上
句
。
大
系
所
収
本
文
と
比
較
す
る
に
、
最
後
の
歌
の

第
三
句
「
ゆ
き
く
ら
み
」
が
、
切
で
は
「
ゆ
き
く
ら
し
」
と
し
、

ま
た
、
切
に
は
集
付
が
な
い
。
他
に
大
系
所
収
本
と
の
異
同
は
み

ら
れ
な
い
。
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①
②
と
も
、

で
あ
る
。

鎌
倉
期
の
書
写
に
か
か
る
切
と
し
て
注
意
す
べ
き

③
伝
西
行
筆
切

　
④
伝
三
条
公
忠
筆
切

　
こ
の
二
種
は
、
『
和
歌
初
学
抄
』
の
古
筆
切
の
な
か
で
は
、
い

ち
早
く
知
ら
れ
た
切
の
よ
う
で
あ
る
。
便
宜
上
、
同
時
に
見
て
い

く
こ
と
と
し
た
い
。

　
③
は
「
永
青
文
庫
叢
刊
手
鑑
」
所
収
の
一
葉
で
、
「
所
名
」
の
「
神

付
宮
」
の
後
半
部
及
び
「
雑
」
の
初
め
の
部
分
で
あ
り
、
④
は
「
古

筆
切
集
　
浄
照
坊
蔵
」
所
収
の
一
葉
で
、
同
じ
く
「
所
名
」
の
「
野
」

の
後
半
に
近
い
部
分
で
あ
る
。
伊
井
春
樹
氏
が
、

　
　
…
…
散
文
と
し
て
は
歌
論
書
も
多
い
。
い
く
つ
か
を
示
す
と
、

　
　
阿
仏
尼
の
『
僻
案
抄
』
（
秋
田
切
）
、
西
行
の
『
和
歌
初
学
抄
』
、

　
　
宝
密
の
『
奥
義
抄
』
…
…

と
記
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
③
の
切
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

藤
井
隆
氏
、
田
中
登
氏
「
続
国
文
学
古
筆
切
入
門
」
や
、
「
古
筆

学
大
成
」
に
も
、
こ
の
両
種
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

　
各
々
の
所
収
手
鑑
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
③
は
鎌
倉
時
代
の
書
写

で
、
十
五
・
二
×
十
四
・
三
セ
ン
チ
。
④
は
室
町
時
代
の
書
写
で
、

十
五
・
×
十
四
・
ニ
セ
ン
チ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
古
筆

学
大
成
」
の
解
題
に
は
、

　
　
…
…
『
大
阪
大
学
中
世
文
学
資
料
叢
書
1
』
（
「
古
筆
切
集

　
　
浄
照
坊
蔵
」
昭
和
六
十
三
年
　
和
泉
書
院
刊
）
に
、
「
伝
三

　
　
条
公
忠
筆
　
和
歌
初
学
抄
切
」
の
一
葉
（
十
三
世
紀
後
半
の

　
　
書
写
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
永
青
文
庫
蔵

　
　
古
筆
手
鑑
「
墨
叢
」
に
、
「
伝
西
行
筆
　
和
歌
初
学
抄
切
」
（
十

　
　
四
世
紀
後
半
の
書
写
）
を
所
収
す
る
。

と
あ
り
、
両
種
の
書
写
年
代
に
関
し
て
は
、
全
く
正
反
対
と
も
い

う
べ
き
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
因
に
「
続
国
文
学
古
筆
切
入
門
」

で
は
、
こ
れ
ら
二
種
の
書
写
年
代
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
ら
れ

な
い
。
結
局
、
二
種
と
も
に
、
鎌
倉
時
代
書
写
、
室
町
時
代
書
写

と
み
る
両
説
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
二
葉
、
筆
跡
が
よ
く
似
て
い
る
（
同
筆
か
否
か
の
断
定
は

避
け
る
）
上
、
書
式
も
類
似
す
る
。
大
系
所
収
本
文
で
は
小
書
き

さ
れ
て
い
る
国
名
が
、
二
葉
と
も
に
一
行
を
費
や
し
て
い
る
（
天

理
本
、
志
香
須
賀
本
に
は
、
国
名
を
記
さ
な
い
）
。
文
字
に
つ
い

て
も
、
「
和
」
の
偏
と
妾
を
逆
に
す
る
点
、
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、

現
存
箇
所
も
比
較
的
近
接
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
あ
る

い
は
こ
の
二
葉
は
、
同
種
の
切
、
つ
ま
り
ツ
レ
で
あ
る
可
能
性
を

も
有
し
て
い
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
稿
者
の
ご
と
き
文
献
の
扱
い
に
疎
い
者
が
写
真
を
見

た
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
な
ど
全
く
で
き
ず
、
ま
た
、
④
で
は
地

名
の
横
に
「
や
ま
と
」
「
か
う
ち
」
な
ど
の
振
り
仮
名
を
付
し
て
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い
る
と
い
う
違
い
も
あ
る
た
め
、
前
述
解
説
で
、
二
種
の
関
連
に

つ
い
て
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
の
は
、
当
然
別
種
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
二
種
と
も
、
本
文
は
大
系
所
収
本
文
に
比
し
て
、
文
字
の
異
同

な
ど
は
あ
る
が
、
取
り
立
て
て
大
き
く
異
な
る
と
い
う
訳
で
は
な

い
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
国
名
を
大
き
く
扱
う
書
式
は

流
布
本
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

⑤
冷
泉
為
相
筆
六
半
切

　
「
続
国
文
学
古
筆
切
入
門
」
所
収
。
解
題
に
よ
れ
ば
、
十
五
×

十
セ
ン
チ
、
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
こ
ろ
の
書
写
。
「
万
葉
集
所
名
」

の
「
江
」
か
ら
「
浦
」
に
か
け
て
の
一
葉
。
本
文
は
、
大
系
所
収

本
と
比
べ
る
に
、
わ
ず
か
な
が
ら
異
同
が
あ
る
。
大
系
本
に
「
た

つ
の
ほ
そ
え
ツ
タ
ノ
ホ
ソ
エ
ト
モ
」
と
あ
る
が
、
当
該
切
で
は
「
つ

た
の
ほ
そ
え
た
つ
の
ほ
そ
え
と
も
い
ふ
」
の
よ
う
に
あ
り
、
地
名
と

そ
の
異
名
と
さ
れ
る
小
書
き
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
に

つ
い
て
、
天
理
本
で
は
「
た
つ
の
ほ
そ
え
　
つ
た
の
ほ
そ
え
」
と

し
て
、
ま
た
志
香
須
賀
本
に
お
い
て
も
「
つ
た
の
ほ
そ
え
　
た
つ

の
ほ
そ
え
」
と
い
う
よ
う
に
、
順
序
は
入
れ
替
わ
っ
て
は
い
る
が
、

二
所
と
も
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
に
は
、

「
つ
た
の
ほ
そ
え
」
は
あ
る
が
、
「
た
つ
の
ほ
そ
え
」
は
見
当
た

ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
四
本
の
中
で
は
、
当
該
切
の
本
文
が
、
誤

り
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
よ
り
合
理
的
で
あ
る
と
言
え
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
一
概
に
言
い
切
れ
る
問
題
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
同
じ
く
清
輔
の
手
に
成
る
『
奥
義
抄
』
で
は
「
た

つ
の
ほ
そ
え
」
の
み
が
「
出
万
葉
集
所
名
」
の
項
に
見
出
さ
れ
、

「
つ
た
の
ほ
そ
え
」
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所

に
っ
い
て
は
『
奥
義
抄
』
の
現
存
諸
本
間
に
異
同
は
な
い
。
と
す

れ
ば
、
清
輔
は
、
少
な
く
と
も
『
奥
義
抄
』
執
筆
当
時
「
た
つ
の

ほ
そ
え
」
を
「
出
万
葉
集
所
名
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
り
、

『
和
歌
初
学
抄
』
を
著
し
た
頃
に
は
「
た
つ
の
ほ
そ
え
」
も
「
つ

た
の
ほ
そ
え
」
も
、
な
ん
ら
か
の
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
た
つ
の
ほ
そ
え
」
を
「
出
万
葉
集
所
名
」
と
し
て
容
認
し

た
上
で
、
当
然
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
「
つ
た
の
ほ
そ
え
」

を
追
加
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を

改
め
て
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。

　
尚
、
藤
井
氏
は
、
こ
の
切
に
接
続
す
る
も
う
一
葉
を
所
蔵
し
て

お
ら
れ
る
由
、
解
説
に
明
記
し
て
お
ら
れ
る
が
、
氏
の
ご
厚
意
に

よ
り
そ
の
複
写
を
お
示
し
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
本
文

を
次
に
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　
　
ひ
さ
か
の
う
ら
　
し
ほ
つ
す
か
う
ら

　
　
の
さ
か
の
う
ら
　
か
さ
は
や
の
う
ら

　
　
か
つ
し
か
の
う
ら
　
ふ
せ
の
う
ら
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か
さ
な
き
の
う
ら
　
い
ほ
は
ら
の
き
よ
み
せ
き
の
み
ほ
の
う
ら

　
　
か
み
し
ま
の
い
そ
ま
の
う
ら

　
　
す
み
よ
し
の
あ
さ
か
の
う
ら

　
　
す
み
よ
し
の
し
き
つ
の
う
ら

　
　
す
か
し
ま
の
な
つ
み
の
う
ら

　
　
　
　
饗

　
　
な
こ
の
は
ま
　
き
く
の
な
か
は
ま

　
　
さ
か
み
ち
の
よ
う
き
の
は
ま
　
み
つ
の
は
ま

　
　
み
を
さ
き
の
こ
ぬ
み
の
は
ま
　
い
そ
さ
き
と
も

　
　
　
　
講

　
　
　
　
由

　
　
み
を
か
さ
き
　
と
し
ま
の
さ
き

所
名
の
出
入
り
、
順
序
と
も
に
大
系
所
収
本
文
と
は
か
な
り
の
異

同
が
あ
る
が
、
天
理
本
、
志
香
須
賀
本
と
は
、
小
異
あ
る
も
の
の
、

大
体
類
似
し
て
い
る
。
川
上
氏
に
よ
れ
ば
、
歌
学
大
系
の
底
本
で

あ
る
書
陵
部
蔵
本
は
n
類
本
、
天
理
本
は
1
類
本
と
し
て
分
類
さ

れ
て
お
り
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
天
和
四
年
版
本
は
n
類
、
志
香
須

賀
本
は
1
類
に
当
て
は
め
て
分
類
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

当
該
本
は
1
類
本
と
し
て
分
類
で
き
そ
う
で
あ
る
。

⑥
伝
藤
原
清
輔
筆
切

　
「
古
筆
学
大
成
」
所
収
。
解
説
に
よ
れ
ば
、

の
書
写
。
二
十
二
・
五
×
十
四
・
五
セ
ン
チ
。

十
三
世
紀
後
半
頃

著
者
清
輔
を
伝
称

筆
者
と
す
る
が
、
残
念
な
が
ら
自
筆
な
ど
で
は
な
く
、
時
代
が
下

る
よ
う
で
あ
る
。
「
似
物
」
の
一
部
。
大
系
所
収
本
文
と
比
較
す

る
に
、
「
霰
は
玉
　
シ
ラ
ケ
」
の
「
シ
ラ
ケ
」
が
、
当
該
切
に
は

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
天
理
本
と
志
香
須
賀
本
と
一
致
す
る
。
す

る
と
当
該
切
は
、
1
類
本
で
あ
る
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る

が
、
い
か
ん
せ
ん
一
葉
の
み
の
こ
と
で
も
あ
り
、
微
細
な
異
同
で

も
あ
り
、
明
ら
か
な
分
類
の
基
準
と
な
る
箇
所
で
も
な
い
の
で
、

明
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
書
式
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
る
。

（
切
）

　
花
に
し
き
雲
ゆ
き
浪

（
天
理
本
）

　
花
ハ

　
　
に
し
き
　
く
も
　
ゆ
き
　
ゆ
ふ
　
な
み

（
志
香
須
賀
本
）

　
花
は
　
に
し
き
　
く
も
　
ゆ
ふ
　
ゆ
き
　
な
み

（
歌
学
大
系
）

　
花
は
錦
　
雲
　
ゆ
き
　
ユ
フ
　
浪

（
天
和
版
本
）

　
花
は
錦
雲
雪
ゆ
ふ
波

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
当
該
切
、
天
理
本
、
大
系
本
で
は
、

和
歌
を
項
目
よ
り
二
～
三
字
下
げ
、
志
香
須
賀
本
は
、
項
目
と
和
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歌
を
揃
え
て
記
し
、
天
和
版
本
で
は
和
歌
が
一
字
上
げ
と
な
っ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
あ
る
べ
き
書
式
と
し
て
は
、
項
目
の
語
と
そ
の

「
似
物
」
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
り
、
和
歌
は

そ
の
例
歌
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
小
書
き
、
も
し
く
は

改
行
で
項
目
と
似
物
を
区
別
し
、
例
歌
を
下
げ
て
記
す
よ
う
な
、

当
該
切
や
天
理
本
の
書
式
が
理
想
的
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

⑦
伝
二
条
為
定
筆
切

　
田
中
登
氏
御
所
蔵
の
一
葉
で
、
ご
厚
意
に
よ
り
そ
の
写
真
を
お

示
し
い
た
だ
い
た
。
ご
教
示
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
十

三
．
七
×
十
四
・
三
サ
ン
チ
で
、
鎌
倉
末
期
の
書
写
で
あ
ろ
う
と

の
こ
と
で
あ
る
。
所
々
に
朱
で
声
点
を
付
す
。
「
古
歌
詞
」

ち
『
後
拾
遺
集
』
の
一
部
で
あ
る
。
本
文
は
以
下
の
通
り
。

な
み
の
し
か
ら
み

か
を
と
め
て

い
も
か
い
ゑ
ち

こ
と
し
も

あ
さ
ひ
く
い
と

え
た
や
も
り

そ
ら
な
つ
か
し
く

な
ら
の
葉
そ
よ
く

さ
よ
ふ
か
き

は
な
の
ひ
も
と
く

　
　
（
マ
マ
）

あ
さ
ち
ふ
の
あ
き
の
ゆ
ふ
く
れ

す
き
の
む
ら
た
ち
　
を
の
へ
の
し
か

た
ち
と
も
み
え
ぬ
ゆ
ふ
く
り

の
う

　
　
し
た
葉
や
さ
む
く
ち
り
ぬ
ら
ん

　
　
の
は
ら
の
つ
ゆ
　
　
を
ち
か
た
人

大
系
所
収
本
文
と
は
大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
、
天
理
本
、
志
香

須
賀
本
な
ど
と
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
川
上
氏
の
系
統
分
類

の
1
類
本
に
分
類
で
き
る
本
文
で
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
た

だ
「
お
ぎ
の
は
に
ひ
と
だ
の
め
な
る
か
ぜ
」
が
当
該
切
に
は
無
い

が
、
恐
ら
く
は
単
な
る
誤
脱
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
書
写
年
時
の
古
い
、
系
統
の
明
ら
か
な
切
と
し
て
注
意
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
管
見
に
入
っ
た
『
和
歌
初
学
抄
』
の
七
種
の
古
筆
切
に
つ
い
て

概
観
し
た
。
鎌
倉
期
の
書
写
に
か
か
る
『
和
歌
初
学
抄
』
は
、
伝

　
　
　
し

本
三
本
と
合
わ
せ
る
と
九
種
（
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
六
種
）
知

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
『
和
歌
初
学
抄
』
の
流
布
に
関
し
て
は
、

藤
井
氏
が
、

　
　
藤
原
清
輔
の
歌
学
書
と
し
て
は
、
奥
義
抄
と
袋
草
子
の
方
が

　
　
評
価
も
高
く
、
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
両
書
と
も

　
　
古
筆
切
ら
し
い
古
筆
切
は
全
く
知
ら
れ
な
い
（
奥
義
抄
に
室

　
　
町
の
も
の
が
あ
る
程
度
）
。
然
る
に
和
歌
初
学
抄
は
既
に
三

　
　
種
知
ら
れ
る
わ
け
で
、
中
世
に
は
初
学
抄
の
方
が
や
は
り
一

　
　
般
的
で
流
布
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
ら
　

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
御
説
を
補
強
す
る
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こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
（
但
し
、
『
奥
義
抄
』
も
、
鎌
倉
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

の
も
の
が
、
伝
本
と
古
筆
切
を
合
わ
せ
る
と
四
～
五
種
知
ら
れ
、

そ
の
点
、
注
意
を
要
す
る
）
。

　
伝
本
や
古
筆
切
の
現
存
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
衰
退
し
て
い
っ

た
と
さ
れ
る
清
輔
（
六
条
家
）
の
歌
学
も
、
鎌
倉
時
代
に
も
少
な

か
ら
ず
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の

享
受
を
考
え
る
際
、
直
接
的
な
他
文
献
へ
の
引
用
の
度
合
い
か
ら

だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ
な
か
っ
た
事
実
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
、
今
後
は
考
慮
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
稿
者
の
文
献
、
古
筆
切
の
扱
い
が
未
熟
で
あ
り
、
不
十
分
な
点

が
多
い
こ
と
を
恥
じ
つ
つ
も
、
敢
え
て
卑
見
を
述
べ
た
。
今
後
も
、

古
筆
切
を
も
資
料
と
し
て
活
用
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

御
教
示
、
御
叱
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

　
　
中
央
大
学
図
書
館
蔵
伝
藤
原
為
氏
筆
本
の
三
本
が
鎌
倉
期
の

　
　
書
写
本
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
「
続
国
文
学
古
筆
切
入
門
」
解
題

（
6
）
　
『
奥
義
抄
』
の
古
筆
切
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
六
月
、
和

　
　
歌
文
学
会
関
東
例
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
。
近
く
活
字

　
　
化
す
る
予
定
。

（
平
成
七
年
博
士
後
期
課
程
単
位
修
得
退
学
・
研
究
生
）
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貴
重
な
資
料
を
ご
提
示
下
さ
っ
た
、

中
氏
に
衷
心
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

久
曽
神
氏
、
藤
井
氏
、
田

4321） ）） ）

　
注

「
日
本
歌
学
大
系
」
第
二
巻
解
題
な
ど

「「

a
歌
初
学
抄
」
伝
本
考
」
（
斯
道
文
庫
論
集
　
第
十
九
輯
）

天
理
図
書
館
善
本
叢
書
「
平
安
時
代
歌
論
集
」
解
題

天
理
図
書
館
蔵
伝
藤
原
為
家
筆
本
、
同
伝
藤
原
為
氏
筆
本
、


