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近
世
庄
内
歌
壇
に
お
け
る
『
後
撰
和
歌
集
』

藤　

田　

洋　

治

（
地
域
教
育
文
化
学
部
客
員
研
究
員
）

河　

井　

謙　

治

（
元
大
東
文
化
大
学
）

古　

田　

正　

幸

（
大
正
大
学
）

は
じ
め
に

近
世
後
期
の
庄
内
藩
に
お
い
て
和
歌
活
動
が
盛
ん
と
な
る
の
は
、
九
代
藩
主

酒
井
忠
徳
（
一
七
五
五
～
一
八
一
二
）
が
和
歌
を
愛
好
し
堂
上
歌
人
た
ち
に
師

事
し
た
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
影
響
か
ら
女
流
歌
人
・
杉
山
廉
（
一
七
三
五

～
一
八
〇
八
）
を
中
心
に
和
歌
活
動
が
活
発
と
な
り
、
白
井
固か

た
し（
一
七
七
一

～
一
八
三
三
）
や
池
田
玄
斎
（
一
七
七
五
～
一
八
五
二
）、
建
部
山や

ま

比ひ

子こ

（
一
七
七
八
～
一
八
三
九
）
石
田
畔く
ろ

見み

（
一
七
六
四
～
一
八
二
三
）
た
ち
が
活

躍
す
る
、
庄
内
歌
壇
と
も
言
う
べ
き
活
況
を
呈
し
た
。

そ
の
庄
内
歌
壇
は
、
和
歌
を
詠
ず
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
和
歌
作
品
の
注
釈

作
業
を
行
っ
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
白
井
固
は
、
小
倉
百

人
一
首
の
注
釈
『
百
首
略（

注
１
）解

』
を
著
し
た
だ
け
で
な
く
、
古
今
和
歌
集
の
講
義

を
行
い
、
そ
の
内
容
を
『
鏡
の
塵
』
と
し
て
纏
め
た
。
残
念
な
が
ら
そ
の
著
書

は
現
存
し
な
い
が
、
そ
の
弟
子
・
中
村
知
至
に
よ
っ
て
『
古
今
和
歌
集
遠
鏡
補

正
』
と
し
て
橘
守
部
や
白
井
固
の
序
を
付
し
て
天
保
一
四
（
一
八
四
三
）
年
の

序
文
を
も
っ
て
江
戸
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
書
名
か
ら
想
像
で
き
る
よ
う
に
本

居
宣
長
『
古
今
和
歌
集
遠
鏡
』
を
丁
寧
に
読
解
し
た
上
で
、
そ
れ
を
補
っ
た
注

釈
書
で
あ
る
。
ま
た
池
田
玄
斎
は
往
古
か
ら
の
庄
内
歌
人
の
詠
作
に
自
分
た
ち

の
和
歌
を
も
加
え
て
『
大
泉
歌
集
』
を
著
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
池
田
玄
斎
の
弟
子
・
服
部
正
樹
（
一
八
一
七
～
一
八
八
九
）
は
、

古
今
和
歌
集
・
後
撰
和
歌
集
・
拾
遺
和
歌
集
、
い
わ
ゆ
る
三
代
集
の
全
歌
に
注

釈
を
施
し
た
『
古
今
老
の
す
さ
び
』・『
後
撰
老
の
す
さ
び
』・『
拾
遺
老
の
す
さ

び
』
を
著
し
て
い
る
。
自
筆
本
が
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た（

注
２
）注

釈
で
あ
る
。
そ
の
中

の
、
後
撰
和
歌
集
の
注
釈
『
後
撰
老
の
す
さ
び
』
の
中
に
、
慶
長
本
に
つ
い
て

の
記
述
が
見
ら
れ
、
本
稿
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
以
下
、
本
稿
で
は
『
後
撰
老
の
す
さ
び
』
を
『
老
の
す
さ
び
』
と

略
称
す
る
。

慶
長
本
は
、
本
文
そ
の
も
の
が
校
異
本
文
と
し
て
の
み
存
在
す
る
特
異
な
伝

本
で
、
中
村
啓（

注
３
）信
、
岸
上
慎（
注
４
）二
、
小
松
茂（
注
５
）美
、
片
桐
洋（
注
６
）一
の
各
氏
に
よ
っ
て

論
じ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
考
察
を
ふ
ま
え
杉
谷
寿
郎
氏
が
『
後
撰
和
歌
集
諸
本

の
研（

注
７
）究

』
で
詳
細
な
調
査
・
考
察
を
加
え
ら
れ
、
定
家
本
以
前
の
本
文
で
、

近
世
庄
内
歌
壇
に
お
け
る
『
後
撰
和
歌
集
』
注
釈
考

︱『
後
撰
老
の
す
さ
び
』
の
慶
長
本
注
記
を
中
心
に
︱
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古
本
系
統
の
特
徴
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
慶
長
本
の
校

異
本
文
が
『
老
の
す
さ
び
』
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
妹
尾
好

信
氏
は
、『
後
撰
和
歌
集
標
注（

注
８
）』（

以
下
、『
標
注
』
と
略
称
す
る
）
の
解
題
で

杉
谷
氏
の
考
察
を
承
け
て
、『
標
注
』
に
お
け
る
慶
長
本
に
つ
い
て
、
安
永
二

（
一
七
七
三
）
年
に
萩
原
宗
固
が
校
合
し
た
本
文
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る

と
そ
の
著
者
・
岸
本
由
豆
流
自
身
が
記
し
て
い
る
こ
と
、
現
行
本
に
は
見
ら
れ

な
い
和
歌
が
一
二
首
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
も
触
れ
、
一
二
首
は

実
際
に
は
一
四
首
で
あ
る
こ
と
、
及
び
歌
序
の
相
違
が
一
五
箇
所
見
ら
れ
、
そ

の
う
ち
一
一
箇
所
が
雲
州
本
と
一
致
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
雲
州
本
に
近
い
本

文
で
あ
る
こ
と
を
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

以
前
の
論
考（

注
９
）で
、『
老
の
す
さ
び
』
は
、
中
山
美
石
『
後
撰
集
新
抄
』
と
こ

の
『
標
注
』
と
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
に
は
触
れ
た
が
、
そ
の
実
態
に
つ
い

て
は
課
題
も
残
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、『
老
の
す
さ
び
』
に
お
け

る
慶
長
本
の
注
記
と
『
標
注
』
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
よ
り
詳
細
に
検
討
を

加
え
て
い
く
。

　
　
一

『
老
の
す
さ
び
』
に
お
け
る
慶
長
本
の
異
文
注
記
は
、「
慶
」
と
し
て
掲
げ
た

も
の
が
八
二
箇
所
存
在
す
る
。
そ
の
八
二
例
全
て
を
掲
出
す
る
こ
と
は
避
け
る

が
、『
老
の
す
さ
び
』
と
『
標
注
』
の
傍
注
を
比
較
し
て
お
き
た
い
。

以
下
、
漢
数
字
で
本
節
に
お
け
る
通
し
番
号
、『
新
編
国
歌
大
観
』
歌
番

号
、
該
当
部
分
の
傍
注
を
挙
げ
て
い
く
。
な
お
、『
老
の
す
さ
び
』
は
自
筆
本

を
使
用
し
た
が
、
漢
字
は
現
行
の
字
体
に
改
め
、
句
読
点
、
濁
点
を
付
し
て
い

る
。
ま
た
傍
注
ご
と
に
数
え
て
い
る
た
め
、
一
首
で
二
箇
所
と
数
え
て
い
る
場

合
も
あ
る
。

一　

522　

歌
二
句
（
老
の
す
さ
び
）
わ
が
ま
つ
山
に ：

（
標
注
）
我
ま
つ
山
には
慶

二　

522　

歌
結
句
（
老
の
す
さ
び
）
ぬ
る
ゝ
袖こ
ろ
慶か

な
：
（
標
注
）
ぬ
る
ゝ
袖こ

ろ
慶か

な

三　

614　

歌
結
句
（
老
の
す
さ
び
）
わ
れ
は
き
ゝ
つケ

慶

る

：
（
標
注
）
わ
れ
は
き
ゝ
つけ

慶

る

四　

1173　

歌
上
句
（
老
の
す
さ
び
）
身
を
う
し
と
人
し
れ
ぬ
よ
をに

た慶

づ
ね
こて

し慶

：
（
標
注
） 

身
を
う
し
と
人
し
れ
ぬ
よ
をに

た慶

づ
ね
こて

し慶

『
老
の
す
さ
び
』
と
『
標
注
』
の
慶
長
本
注
記
の
一
致
す
る
五
例
（
四
は
二

箇
所
と
算
出
）
を
掲
出
し
た
。
全
体
を
調
査
す
る
と
、
一
致
す
る
も
の
は
さ
ら

に
七
一
例
に
上
る
。
こ
の
合
わ
せ
て
七
六
例
は
、
全
体
の
慶
長
本
注
記
八
二
例

中
、
約
九
三
％
と
な
り
、『
老
の
す
さ
び
』
の
慶
長
本
注
記
は
『
標
注
』
の
慶

長
本
注
記
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

は
慶
の
イ
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し
か
し
、『
老
の
す
さ
び
』
と
『
標
注
』
の
慶
長
本
注
記
が
一
致
し
な
い
例

も
あ
る
。
次
に
そ
の
例
を
示
し
て
み
る
。

五　

828　

歌
四
句 

（
老
の
す
さ
び
）
跡
や
た
づえ
標
注
慶
六
帖

ぬ
る

：
（
標
注
）
あ
と
や
た
え
ぬ
る

六　

1197　

詞
書  
（
老
の
す
さ
び
）
時と
き
め
か
り
し
給
は
ざ
り
慶

お
と
ろ
へ
あ
り
し

： 

（
標
注
）
時
お
と
ろ
へて
慶

あ
り
し

七　

1253　

詞
書  

（
老
の
す
さ
び
）
ま
か
り
けた
れ
ば
慶り

：
（
標
注
）
ま
か
り
けけ

れ
ば
慶り

八　

1253　

詞
書 

（
老
の
す
さ
び
）
こ
の
老
か
け
をに
そ
へ
て
慶

こ
せ
て

：
（
標
注
）
こ慶

ナ

シ

の
お
い
か
け
をに
そ
へ
慶

こ
せ
て

九　

1417　

歌
三
句 

（
老
の
す
さ
び
）
うそ
へ
も
慶

つ
り
せ
ば 

：
（
標
注
）
うそ
へ
も
イ

つ
り
せ
ば

五
で
は
『
老
の
す
さ
び
』
本
文
は
「
た
づ
ぬ
る
」
で
あ
り
、『
老
の
す
さ
び
』

は
『
標
注
』
本
文
、
慶
長
本
、
古
今
六
帖
の
他
文
献
に
よ
り
「
た
づ
ぬ
る
」
の

「
づ
」
に
ミ
セ
ケ
チ
を
施
し
「
え
」
と
傍
注
し
て
、
本
文
を
校
訂
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、『
標
注
』
に
お
い
て
は
傍
注
は
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、

『
老
の
す
さ
び
』
は
『
標
注
』
に
慶
長
本
の
注
記
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
標
注
』
の
本
文
を
慶
長
本
な
ら
び
に
古
今
六
帖
と
同
じ
本
文
で
あ
る
と
判
断

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

六
は
「
慶
」
の
注
記
か
ら
慶
長
本
の
本
文
を
挙
げ
る
形
式
と
な
っ
て
い
る
も

の
の
、『
標
注
』
の
「
慶
」
注
記
の
内
容
と
は
異
な
る
本
文
を
挙
げ
て
い
る
。

少
な
く
と
も
『
標
注
』
の
当
該
部
分
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
本
文
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、『
標
注
』
の
詞
書
全
体
と
比
較
す
る
と
そ
の
理
由
が
推
測
で
き

る
よ
う
に
思
う
。

法
皇
か
へ
り
見
給
ひ
け
る
を
の
ち
〳
〵
は
時
お
と
ろ
へ
あて

慶

り
し
や
う
に

も
あと

き
め
か
し
た
ま
は
ざ
り
慶

ら
ず
な
り
に
け
れ
ば
さ
と
に
の
み
侍あ
慶

り
て
奉
らり

慶せ
け
る
（
標
注

1197

詞
書
）

『
老
の
す
さ
び
』
の
慶
長
本
異
文
「
と
き
め
か
し
給
は
ざ
り
」
は
、『
標
注
』

の
「
あ
ら
ず
な
り
に
」
に
付
さ
れ
た
慶
長
本
注
記
を
誤
っ
て
「
時
お
と
ろ
へ
」

の
箇
所
に
転
写
し
て
し
ま
っ
た
誤
謬
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
老
の
す
さ
び
』
の
詞
書
全
体
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

法
皇
の
か
へ
り
見
た
ま
ひ
け
る
を
の
ち
〳
〵
は
時と

き
め
か
り
し
給
は
ざ
り
慶

お
と
ろ
へ
あ
り
し
や
う

に
も
あ
ら
ず
な
り
に
け
れ
ば
里
に
の
み
侍
り
て
た
て
ま
つ
ら
せ
け
る

ま
た
、
こ
の
『
標
注
』
に
は
四
箇
所
の
慶
長
本
注
記
が
見
ら
れ
る
の
に
対

し
、『
老
の
す
さ
び
』
は
、
こ
の
一
箇
所
の
み
を
異
文
と
し
て
引
用
し
て
い
る

こ
と
も
わ
か
る
。

七
は
、『
標
注
』
の
「
け
れ
ば
」
を
「
た
れ
ば
」
と
誤
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

八
は
、『
老
の
す
さ
び
』
の
本
文
の
後
半
「
を
こ
せ
て
」
に
対
す
る
「
に
そ

〻
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へ
て
慶
」
の
注
記
は
、『
標
柱
』
と
一
致
す
る
も
の
の
、『
標
柱
』
に
あ
る
「
こ

の
」
に
対
す
る
「
慶
ナ
シ
」
の
注
記
を
直
上
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
採
用
し

て
い
な
い
た
め
、
不
一
致
の
例
と
し
た
。
恐
ら
く
書
き
落
と
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

九
で
は
、『
標
注
』
の
「
そ
へ
も
イ
」
と
い
う
注
記
を
慶
長
本
注
記
と
し
て

『
老
の
す
さ
び
』
が
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
単
純
な
誤
写
の
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
一
致
し
な
い
例
に
お
い
て
い
く
つ
か
問
題
点
は
あ
る
も
の
の
、

大
枠
で
は
一
致
し
な
い
と
い
っ
て
も
『
老
の
す
さ
び
』
の
引
用
の
際
の
誤
謬
と

考
え
ら
れ
る
範
囲
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
老
の
す
さ
び
』
の
著
者
・
服
部
正

樹
が
慶
長
本
を
実
際
に
見
た
と
は
考
え
に
く
く
、
注
釈
の
際
に
『
標
注
』
の
注

記
を
参
考
に
慶
長
本
の
本
文
に
言
及
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　 

二

『
老
の
す
さ
び
』
に
は
、
前
節
で
述
べ
た
「
慶
」
の
注
記
に
よ
る
慶
長
本
の

指
摘
の
他
に
、「
慶
長
本
」
と
言
及
し
た
引
用
が
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
全

部
で
二
六
例
に
上
る
が
、
そ
の
箇
所
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
本
節
で

は
、
ま
ず
『
標
注
』
に
慶
長
本
の
詞
書
や
和
歌
の
全
文
の
引
用
が
あ
る
も
の
を

検
討
す
る
。

前
節
と
同
様
に
、
漢
数
字
で
本
節
に
お
け
る
通
し
番
号
、『
新
編
国
歌
大
観
』

歌
番
号
、
該
当
部
分
に
つ
い
て
は
『
標
注
』
の
詞
書
お
よ
び
和
歌
を
先
に
掲

げ
、
続
け
て
『
老
の
す
さ
び
』
の
該
当
部
分
を
引
用
し
た
。

一
　
606
詞
　
標
注
　
年
月
を
へ
て
忍
び
て
い
ひ
侍
り
け
る
人
に
慶
長
本

　
　
　
　
　
　
　
　
忠
房
朝
臣

か
く
れ
ぬ
に
し
の
び
わ
び
ぬ
る
わ
が
み
か
な
ゐ
で
の
か
は

づ
と
成
や
し
な
ま
し

老
の
す
さ
び
　
慶
長
本
ニ
　
年
月
を
経
て
忍
て
い
ひ
侍
け
る
人
に
　
　

　
　
　
　
　
　
忠
房
朝
臣

か
く
れ
ぬ
に
し
の
び
わ
び
ぬ
る
わ
が
身
か
な
ゐ
で
の
か
は

づ
と
な
り
や
し
な
ま
し

二
　
1208
詞
　
標
注
　
題は
ら
か
ら
の
な
く
な
り
に
た
る
を
な
げ
く
こ
ろ
慶

し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
い
せ

　
　
老
の
す
さ
び
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
伊
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら
か
ら
の
な
く
な
り
に
た
る
を
な
げ
く
頃
　
慶
長
本

一
は
、
詞
書
を
引
用
し
て
い
る
も
の
だ
が
、『
後
撰
和
歌
集
』
の
流
布
本
や

天
福
本
な
ど
で
は
、
前
歌
の
詞
書
「
人
を
言
ひ
は
じ
め
む
と
て
」
の
詞
書
が
か

か
る
箇
所
で
あ
る
。『
標
注
』
に
お
い
て
、「
慶
長
本
」
と
し
て
引
用
し
た
詞
書

を
、『
老
の
す
さ
び
』
は
「
慶
長
本
ニ
」
と
し
て
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。
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二
も
、
詞
書
を
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る
。『
標
注
』
の
形
式
に
倣
っ
て
、「
題

し
ら
ず
」
は
残
し
た
ま
ま
で
、
慶
長
本
の
詞
書
を
傍
注
の
形
で
そ
の
ま
ま
引
用

し
て
い
る
。

な
お
、
一
に
は
注
釈
部
分
に
慶
長
本
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、

二
の
注
釈
部
分
に
も
伊
勢
集
の
本
文
に
関
す
る
記
述
は
あ
る
も
の
の
、
慶
長
本

に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。

三　

1203’ 　
　

標
注　
慶
長
本
題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　

元
方

た
つ
た
川
た
ち
な
ば
君
が
名
を
を
し
み
い
は
せ
の
も
り
の
い
は
じ
と

ぞ
思
ふ

老
の
す
さ
び　

慶
長
本
に
此
次
に
、
題
し
ら
ず
、
元
方
、
立
田
川
立
な

は
君
が
名
を
ゝ
し
み
い
は
せ
の
杜
の
い
は
じ
と
ぞ
思

ふ
、
今
本
此
歌
な
し
。

こ
の
例
で
は
『
老
の
す
さ
び
』
の
頭
注
部
分
に
、「
慶
長
本
」
の
記
述
が
見

ら
れ
、
正
樹
自
身
が
記
す
よ
う
に
、
こ
の
和
歌
は
流
布
本
に
は
こ
の
位
置
に
存

在
し
な
い
も
の
で
あ
る
。『
標
注
』
に
従
っ
て
、
慶
長
本
に
は
こ
こ
に
も
こ
の

歌
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

四　

1312’　
　

標
注　

慶
長
本　

心
ざ
し
あ
り
て
い
ひ
侍
り
け
る
男
の
や
ん
ご　
　
　
　
　

　

と
な
き
事
に
て
と
ほ
き
所
へ
ま
か
り
け
る
に

山
の
は
に
か
ゝ
る
思
ひ
の
た
え
ざ
ら
ば
く
も
ゐ
な
が
ら
も

あ
は
れ
と
思
は
ん

　
　
　
老
の
す
さ
び
　　

此
次
に
慶
長
本
に
、
心
ざ
し
あ
り
て
い
ひ
侍
け
る
を
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
や
ん
ご
と
な
き
事
に
て
と
ほ
き
所
へ
ま
か
り
け
る
に

山
の
は
に
か
ゝ
る
思
ひ
の
た
え
ざ
ら
ば
く
も
ゐ
な
が
ら
も

あ
は
れ
と
思
は
ん

女
の
よ
め
る
に
て
、
こ
ゝ
ろ
ざ
し
あ
り
て
物
い
ひ
け
る

に
と
あ
る
に
あ
り
て
か
ゝ
る
思
ひ
と
は
い
へ
り
。
さ
る

心
の
絶
え
ず
し
も
あ
ら
ば
と
い
ひ
て
山
の
は
に
は
雲
の

か
ゝ
る
よ
り
よ
せ
て
い
へ
り
。
雲
ゐ
な
が
ら
云
々
は
、

と
ほ
き
所
へ
行（
マ
マ
）は

に
あ
た
り
て
遥
か
な
る
意
。
す
べ
て

の
心
は
、
こ
ゝ
ろ
ざ
し
ふ
か
く
思
ひ
絶
え
ず
し
も
あ
ら

ば
雲
ゐ
の
よ
そ
も
遥
け
く
あ
り
ぬ
と
も
あ
は
れ
と
は
思

ひ
た
の
み
て
ん
と
な
り
。

こ
の
例
で
は
、『
老
の
す
さ
び
』
は
「
君
が
手
を
」（
一
三
一
二
番
歌
）
の

注
釈
に
続
い
て
、
や
や
小
字
で
詞
書
・
和
歌
そ
し
て
注
釈
を
記
し
て
い
る
。

『
標
注
』
に
お
い
て
も
小
字
で
補
わ
れ
た
詞
書
と
和
歌
で
、『
標
注
』
に
は
頭
注

な
ど
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、『
老
の
す
さ
び
』
で
は
詞
書
・
和
歌
と
と
も
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に
、
注
釈
を
も
付
し
て
い
る
。

な
お
、『
標
注
』
が
流
布
本
に
な
い
慶
長
本
の
歌
を
挙
げ
る
例
は
全
部
で

一
四
首
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
老
の
す
さ
び
』
が
『
標
注
』
の
挙
げ
る
慶
長

本
の
歌
を
挙
げ
る
の
は
、
三
・
四
の
二
例
の
み
で
あ
り
、
注
釈
を
つ
け
た
の
は

四
の
例
が
唯
一
で
あ
る
。
四
の
歌
は
、『
後
撰
和
歌
集
』
の
流
布
本
本
文
で

は
、
七
六
三
番
歌
に
見
え
、
慶
長
本
に
お
い
て
重
出
し
て
い
た
も
の
と
見
ら

れ
る
。『
老
の
す
さ
び
』
も
、
七
六
三
番
歌
に
は
別
途
、
次
の
よ
う
な
注
釈
を

行
っ
て
い
る
。

文
な
ど
お
こ
す
る
を
と
こ
、
ほ
か
ざ
ま
に
な
り
ぬ
べ
し
と
き
ゝ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
真
忠
が
い
も
と

右
大
臣
恒
佐
四
男
、
天
慶
六
年
右
少
将
、
天
暦
五
年
左
馬
頭
。

山
の
は
に
か
ゝ
る
思
ひ
の
た
え
ざ
ら
ば
雲
ゐ
な
が
ら
も
あ
は
れ
と
思
は
む

端
詞
の
ほ
か
ざ
ま
は
、
国
の
官
な
ど
に
な
れ
る
に
や
。
ま
だ
大
内
な（

マ
マ
）な
が

ら
も
、
外
ざ
ま
に
つ
か
ふ
る
に
も
あ
る
べ
し
。
初
句
の
山
の
は
ゝ
、
下
に

雲
ゐ
を
い
は
ん
と
て
、
其
縁
に
て
雲
の
か
ゝ
る
と
い
ひ
、
意
は
斯
る
に

て
、
文
な
ど
お
こ
す
ま
め
な
る
こ
ゝ
ろ
の
絶
え
ず
し
も
あ
ら
ば
也
。
雲
ゐ

云
々
は
大
内
に
つ
か
ふ
る
身
を
そ
へ
て
遠
く
遥
な
る
と
も
あ
は
れ
と
思
ふ

べ
し
に
て
、
あ
さ
か
ら
ぬ
こ
ゝ
ろ
を
ば
忘
れ
は
せ
じ
と
也
。

こ
の
七
六
三
番
歌
の
注
釈
は
、『
標
注
』
所
引
の
慶
長
本
本
文
に
対
し
て
、

『
老
の
す
さ
び
』
が
わ
ざ
わ
ざ
付
け
た
注
釈
と
は
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。
大

き
く
解
釈
が
相
違
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
改
め
て
説
明
を
考

え
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
服
部
正
樹

は
、
流
布
本
に
対
す
る
重
出
歌
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
て
い
る
様
子
が
な
い

こ
と
に
は
な
る
。

以
上
四
箇
所
が
『
老
の
す
さ
び
』
が
「
慶
長
本
」
形
式
で
本
文
の
引
用
を

行
っ
た
全
て
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
必
ず
し
も
『
標
注
』
所
引
の
慶
長
本
注

記
に
対
し
て
一
貫
し
た
態
度
を
取
り
得
て
い
な
い
こ
と
は
気
掛
か
り
な
と
こ
ろ

で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
四
箇
所
な
の
か
、
ま
た
採
り
入
れ
た
例
が
そ
れ
ぞ
れ
形
態

を
異
に
し
て
い
る
理
由
は
何
な
の
か
。
そ
の
理
由
も
や
は
り
不
明
と
す
る
し
か

な
い
。

　
　
三

次
に
、『
老
の
す
さ
び
』
の
和
歌
本
文
に
「
慶
長
本
」
の
異
文
注
記
が
あ
っ

て
、
さ
ら
に
注
釈
部
分
に
慶
長
本
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
な
お
、
内
容
と
し
て
は
前
節
に
関
係
が
深
い
た
め
、
通
し
番
号
は

前
節
か
ら
続
け
て
振
り
、
引
用
の
方
法
も
前
節
と
同
様
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　

五  

828  　

標
注　

白
浪
の
う
ち
い
づ
る
浜
の
は
ま
千
鳥
あ
と
や
た
え
ぬ
る

慶
長
本
後　

た
ち
か
へ
る
よ
の
家
集

六
帖
家
集
た
ち
よ
る
う
ら
の
六
帖
イ
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し
る
べし
慶
集な
る
ら
ん

老
の
す
さ
び　

し
ら
波
の
うた

ち
か
へ
る
よ
の
家

ち
出
る
浜
の
は
ま
千
鳥
跡
や
た
づえ
標
注
慶
六
帖

ぬ
る
し

る
べし

慶

な
る
ら
ん

（
上
略
）
ま
た
尋
ぬ
と
あ
る
も
文
を
し
る
べ
に
し
て

逢
は
ん
事
を
思
ふ
よ
し
と
も
す
べ
け
れ
ど
、
六
帖
、

慶
長
本
、
続
後
撰
と
も
に
「
絶
ぬ
る
」
と
あ
る
に
よ

り
、
し
る
べ
も
し
る
し
と
あ
る
慶
長
本
に
よ
れ
り
。

（
以
下
略
）

こ
の
例
に
お
い
て
、『
標
注
』
の
注
記
「
慶
長
本
後
」
は
、
流
布
本
と
慶
長

本
と
の
和
歌
の
配
列
が
前
後
し
て
い
る
時
に
付
け
ら
れ
る
注
記
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
、
五
の
例
で
は
『
老
の
す
さ
び
』
に
は
言
及
が
な
い
。
な
お
、
慶
長

本
の
和
歌
配
列
に
つ
い
て
は
、『
老
の
す
さ
び
』
に
は
、
こ
の
例
だ
け
で
な
く

全
て
に
お
い
て
記
述
が
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

ま
た
和
歌
本
文
に
関
し
て
も
、
前
述
の
と
お
り
『
標
注
』
に
は
慶
長
本
の

異
文
注
記
が
な
い
が
、『
標
注
』
の
本
文
に
異
文
注
記
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
慶
長
本
の
本
文
も
『
標
注
』
と
同
じ
と
判
断
し
た
上
で
、「
絶
え
ぬ
」
と

い
う
本
文
を
採
用
し
て
お
り
、『
標
注
』
の
慶
長
本
の
「
し
る
し
」
を
も
取
り

入
れ
て
い
る
。『
老
の
す
さ
び
』
の
注
釈
は
、
右
の
よ
う
な
手
続
き
の
結
果
、

注
釈
に
お
い
て
も
「
慶
長
本
」
に
拠
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

六　

1059　
　

標
注　

せ慶
長
本
前

を
は
や
み
た
え
ず
な
が
る
ゝ
水
よ
り
も
たよ
ど
ま
ぬ
慶

え
せ
ぬ
も

の
は
恋涙

な
り
け
る
集

に
ぞ
有
け
る

 

老
の
す
さ
び  

せ
を
早
み
た
え
ず
な
が
る
ゝ
水
よ
り
も
絶よ
ど
ま
ぬ

せ
ぬ
ぬ
も
の

は
恋涙

也
け
り
慶

に
ぞ
有
け
る

た
え
と
云
詞
二
所
に
あ
り
て
耳
立
つ
な
る
に
慶
長
本

と
云
に
は
四
ノ
句
よ
ど
ま
ぬ
と
い
ひ
、
結
句
な
み
だ

也
け
る
と
あ
る
は
ま
さ
り
て
聞
ゆ
る
に
や
。
一
首
の

意
は
、
瀬
早
く
絶
え
ず
流
る
ゝ
水
よ
り
も
と
譬
へ

て
、
そ
れ
に
も
勝
り
て
世
中
に
絶
せ
ぬ
物
は
恋
に
て

は
あ
る
也
と
、
み
づ
か
ら
人
を
こ
ふ
る
心
の
た
え
せ

ぬ
よ
り
世
上
す
べ
て
の
意
に
は
い
ひ
つ
る
な
る
べ

し
。
さ
れ
ど
猶
慶
長
本
の
よ
ど
ま
ぬ
云
々
と
続
け
た

る
、
瀬
を
早
み
と
い
ひ
出
せ
る
に
も
よ
く
叶
ひ
て
、

結
句
涙
也
と
ゝ
ぢ
め
た
る
、
い
と
も
〳
〵
つ
き
〴
〵

し
く
よ
ろ
し
き
や
。

『
老
の
す
さ
び
』
の
注
釈
は
、
ま
ず
流
布
本
本
文
に
「
た
え
」
と
い
う
語
が

二
箇
所
あ
る
こ
と
を
批
難
し
、
慶
長
本
本
文
に
は
四
句
目
「
よ
ど
ま
ぬ
も
の

は
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
ち
ら
の
本
文
を
採
用
す
れ
ば
、「
た
え
」

立
よ
る
う
ら
の
六
帖

つ
き　
拾　

遺

〻
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が
一
度
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
全
体
の
大
意
を
述
べ
た
後
に
、
慶
長
本
の

「
よ
ど
ま
ぬ
」
が
初
句
「
瀬
を
早
み
」
と
も
合
う
と
し
て
「
い
と
も
い
と
も
つ

き
づ
き
し
く
よ
ろ
し
き
や
」
と
結
ぶ
。
慶
長
本
の
本
文
の
良
さ
を
称
賛
す
る
の

で
あ
る
。
慶
長
本
の
本
文
に
よ
っ
て
、
本
文
批
判
を
試
み
る
姿
勢
は
、
以
下
の

例
で
も
同
様
で
あ
る
。

七  

850　
　

標
注　

な
げ
ゝ
ど
も
か
ひ
な
か
り
け
りる
慶

世
の
中
にを
慶

な
に
ゝ
く
や

し
く
思
ひ
そ
め
け
ん

老
の
す
さ
び  

な
げ
ゝ
ど
も
か
ひ
な
か
り
け
りる

世
の
中
にを
慶

な
に
ゝ
悔
し

く
思
ひ
初
け
む

（
上
略
）
慶
長
本
の
、
か
ひ
な
か
り
け
る
世
の
中
を

と
あ
る
ぞ
、
こ
と
わ
り
明
ら
か
に
て
よ
ろ
し
き
に

や
。（
以
下
略
）

八　

988　
　

標
注　

よ
そ
な
れか

ら
慶ど

心
ば
か
り
は
か
け
た
る
を
な
ど
か
思
ひ
に

か
わ
か
ざ
る
ら
ん

老
の
す
さ
び　

よ
そ
な
れが

ら
慶ど

心
ば
か
り
は
か
け
た
る
を
な
ど
か
お
も
ひ

　
　
　
　
　
　

に
か
は
か
ざ
る
ら
む

よ
そ
は
よ
そ
、
外
の
意
。
な
れ
ど
ゝ
て
も
聞
え
ざ
る

に
あ
ら
ね
ど
、
慶
長
本
な
る
な
が
ら
と
あ
る
方
を
と

る
。（
以
下
略
）

九　

1159　
　

標
注　

と
り
も
あ
へ
ず
立
さ
わ
が
れ
し
あ
だ
浪
に
あ
や
なし
や
イく

何な
ど
か
慶に
袖
のは
慶

ぬ
れ
け
ん

老
の
す
さ
び　

と
り
も
あ
へ
ず
立
さ
わ
が
れ
し
あ
だ
波
に
あ
や
しな

く
イや

なな
ど
か
慶に
ゝ
袖
のは
慶

ぬ
れ
け
ん

（
上
略
）
ま
た
慶
長
本
に
は
あ
や
な
く
と
有
。
こ

は
、
わ
か
ら
ぬ
も
な
く
と
い
ふ
意
也
。（
以
下
略
）

一
〇　

1173　

標
注　

身
を
う
し
と
人
し
れ
ぬ
よ
をに
慶

た
づ
ね
こて
慶

し
雲
の
八
重
た

つ
山
に
や
は
あ
ら
ぬ

老
の
す
さ
び　

身
を
う
し
と
人
し
れ
ぬ
よ
をに

慶

た
づ
ね
こて
慶

し
雲
の
八
重
た

つ
山
に
は

（
マ
マ
）あ
ら
ぬ

（
上
略
）
慶
長
本
に
、
人
し
れ
ぬ
よ
に
た
づ
ね
て
し

と
あ
る
に
よ
ら
ば
、
人
に
し
ら
れ
ぬ
時
に
尋
ね
た
り

し
と
な
り
て
、
人
に
知
ら
れ
ん
事
を
恥
思
ひ
密
に
尋

ね
た
り
し
意
と
は
な
る
也
。（
以
下
略
）

一
一　

1204 　

標
注　

か
な
し
き
も
う
き
も
し
り
に
し
ひ
と
つ
名身
慶

を
た
れ
を
わ

く
と
か
思
ひ
す
つ
べ
き



―（58）₉　―

近
世
庄
内
歌
壇
に
お
け
る
『
後
撰
和
歌
集
』

老
の
す
さ
び  

か
な
し
き
も
う
き
も
し
り
に
し
ひ
と
つ
名身
慶

を
た
れ
を
わ

く
と
か
思
ひ
す
つ
べ
き

か
け
う
た
（
引
用
者
注
＝
贈
歌
を
指
す
）
の
一
二
句

の
句
を
下
上
に
し
て
、
し
か
思
ふ
心
は
我
も
お
な
じ

に
て
、
ひ
と
つ
こ
と
な
り
。
慶
長
本
に
は
名
を
身
と

せ
る
方
に
よ
る
べ
し
。
名
と
て
は
わ
き
ま
へ
が
た

し
。
た
れ
を
わ
く
は
、
そ
こ
が
思
ふ
も
我
が
思
ふ
も

唯
同
じ
に
て
、
し
り
て
あ
る
身
な
れ
ば
、
そ
こ
よ
、

わ
れ
よ
と
異
物
に
し
て
わ
け
へ
だ
つ
べ
き
に
非
ず
と

な
り
。

一
二　

1226　

標
注　

思
ひ
で
のて
慶

け
ぶ
り
や
ま
さ
ん
な
き
人
の
仏
に
な
れ
る
こ

の
み
見
は
君

老
の
す
さ
び　

お
も
ひ
出
のて

慶

け
ぶ
り
や
ま
さ
ん
な
き
人
の
ほ
と
け
に
な

れ
る
こ実

に
身
を
か
ぬ

の
み
見
はよ

君

思
ひ
出
の
と
て
は
、
理
い
か
ゞ
ぞ
や
覚
ゆ
。
慶
長
本

の
て
と
有
方
を
と
る
。（
以
下
略
）

一
三　

1309　

標
注　

こ
の
た
び
もし
慶

わ
れ
を
わ
す
れ
ぬ
も
の
な
ら
ば
う打
ヲ
カ
ヌ

ち
見
ん

たご
と
慶び
に
思
ひ
出
な
ん

老
の
す
さ
び  

此
た
び
もし
慶

わ
れ
を
わ
す
れ
ぬ
も
の
な
ら
ば
う
ら
見
ん
た

び
に
思
ひ
出
な
ん

こ
の
た
び
も
は
、
慶
長
本
の
し
と
あ
る
方
よ
ろ
し
。

う
ち
見
ん
た
び
は
、
燧
を
見
る
ご
と
に
お
も
ひ
出
て

よ
と
な
り
。
火
打
は
う
ち
て
火
を
出
す
よ
り
見
る
に

か
ね
、
ま
た
思
ひ
に
火
を
そ
へ
て
火
出
よ
の
意
也
。

た
び
を
慶
長
本
に
は
ご
と
に
と
あ
り
。
さ
て
も
あ
る

べ
し
。

一
四　

1397　

標
注　

な
く
な
み
だ
ふ
り
に
し
と
し
の
こ
ろ
も
で
は
あ
た
ら
し

き
に
も
か
は
ら
ざ
り
け
り

老
の
す
さ
び　

な
く
な
み
だ
ふ
り
に
し
と
し
の
衣
手
は
あ
た
ら
し
き
に

も
か
は
ら
ざ
り
け
り

（
上
略
）
慶
長
本
、
あ
ら
た
ま
れ
ど
も
と
あ
る
ぞ
理

よ
く
覚
ゆ
か
し
。
去
年
の
衣
を
今
年
か
ぶ
る
よ
し
続

け
た
り
。（
以
下
略
）

一
五　
1405
詞　
標
注　

女勤

子四
の
みみ
や
み
ま
か
り
て
の
ち
慶

こ
の
か
く
れ
侍
り
に
け
る
と
き

老
の
す
さ
び　

女勤

子四
の
み宮
み
ま
か
り
て
の
ち

こ
の
か
く
れ
侍
り慶
長

に
け
る
と
き

よ
慶

あ

ら

た

ま

あ

ら

た

ま

れ

ど

も

か

へ

さ

ざ

り

け

り

集

れ

ど

も

か

へ

さ

ざ

り

け

り

集
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山
形
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）
第
二
十
巻
第
三
号

此
は
し
詞
、
慶
長
本
、
み
ま
か
り
て
の
ち
云
々
と
あ

る
ぞ
、
結
句
尋
ぬ
べ
き
か
な
と
よ
め
る
に
よ
く
か
な

ひ
て
覚
ゆ
。（
以
下
略
）

以
上
、
九
例
に
つ
い
て
個
々
の
事
例
へ
の
説
明
は
避
け
る
が
、
慶
長
本
の
本

文
に
つ
い
て
七
「
こ
と
わ
り
明
ら
か
に
て
よ
ろ
し
き
に
や
。」、
八
「
慶
長
本
な

る
な
が
ら
と
あ
る
方
を
と
る
。」
一
一
「
慶
長
本
に
は
名
を
身
と
せ
る
方
に
よ

る
べ
し
。」、
一
二
「
慶
長
本
の
て
と
有
方
を
と
る
。」、
一
三
「
慶
長
本
の
し
と

あ
る
方
よ
ろ
し
。」、
一
四
「
理
よ
く
覚
ゆ
か
し
。」、
一
五
「
よ
く
か
な
ひ
て
覚

ゆ
。」
な
ど
と
評
し
、
慶
長
本
本
文
の
優
位
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
明
白

で
あ
ろ
う
。
服
部
正
樹
は
、
こ
と
さ
ら
に
『
標
注
』
の
校
異
本
文
で
し
か
知
り

得
な
い
慶
長
本
を
優
れ
た
本
文
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ

る
。注

意
を
要
す
る
の
は
、
一
三
の
例
で
「
た
び
を
慶
長
本
に
は
ご
と
に
と
あ

り
。
さ
て
も
あ
る
べ
し
。」
と
、『
標
注
』
に
あ
る
異
文
注
記
を
『
老
の
す
さ

び
』
が
採
用
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
慶
長
本
の
本
文
に
触
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
九
の
例
で
、
四
句
目
を
「
あ
や
な
く
イ
」
と
『
標
注
』
の

本
文
を
異
文
と
し
て
注
記
し
て
い
る
上
に
、
そ
れ
を
慶
長
本
と
誤
認
し
て
い
る

点
も
注
意
さ
せ
ら
れ
る
。
異
文
に
対
し
て
誤
謬
が
多
く
、
誤
っ
た
認
識
も
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

一
六　

1364　

標
注　

く
さ
ま
く
ら
も
み
ぢ
むを
こ
ひ
慶

し
ろ
に
か
へ
た
ら
ば
心
を
く
だ

く
も
の
な
ら
ま
し
や

老
の
す
さ
び　

草
ま
く
ら
紅
葉
むを

こ
ひ
慶

し
ろ
に
か
へ
た
ら
ば
心
を
く
だ
く
も

の
な
ら
ま
し
や

も
み
ぢ
む
し
ろ
て
ふ
詞
解
し
が
た
し
。
季
吟
抄
に

は
、
秋
興
の
時
を
さ
す
と
い
へ
ど
も
か
く
の
み
い
ひ

て
さ
る
意
と
は
聞
え
が
た
し
。
慶
長
本
、
紅
葉
を
恋

に
あ
る
に
従
ふ
べ
し
。（
以
下
略
）

こ
の
例
で
も
「
慶
長
本
、
紅
葉
を
恋
に
あ
る
に
従
ふ
べ
し
。」
と
慶
長
本
本

文
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
北
村
季
吟
『
八
代
集
抄

）
10

（
注

』
の

注
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
本
文
は
次
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

草
枕
は
旅
ね
也
。
紅
葉
筵
は
、
秋
興
の
時
な
る
べ
し
。
今
の
旅
ね
を
、

彼
秋
興
の
時
に
せ
ま
し
か
ば
、
か
く
は
、
旅
懐
の
心
を
く
だ
か
ん
や
と

な
る
べ
し
。

こ
の
「
紅
葉
む
し
ろ
」
に
関
し
て
は
、
服
部
正
樹
が
参
考
に
し
た
は
ず
の

『
後
撰
集
新
抄
』
で
も
、
ま
た
現
行
の
注
釈
書

）
11

（
注

で
も
「
紅
葉
を
筵
と
し
て
敷
い

た
な
ら
ば
」
と
い
う
よ
う
な
解
釈
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
季
吟

の
解
釈
を
「
解
し
が
た
し
」
と
し
て
、
あ
え
て
慶
長
本
本
文
を
重
ん
じ
て
解
釈
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近
世
庄
内
歌
壇
に
お
け
る
『
後
撰
和
歌
集
』

を
進
め
る
の
で
あ
る
。『
老
の
す
さ
び
』
に
は
、
こ
の
よ
う
に
慶
長
本
本
文
へ

の
傾
倒
が
看
取
さ
れ
る
箇
所
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
四

『
老
の
す
さ
び
』
の
注
釈
に
お
け
る
慶
長
本
尊
重
の
姿
勢
が
明
ら
か
に
な
っ

た
と
こ
ろ
で
、
も
う
少
し
例
を
掲
げ
て
み
た
い
。
注
釈
に
お
い
て
慶
長
本
の
本

文
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
老
の
す
さ
び
』
の
和
歌
本

文
に
慶
長
本
の
異
文
注
記
が
全
く
見
ら
れ
な
い
例
を
確
認
し
て
い
く
。
な
お
、

便
宜
通
し
番
号
は
振
り
直
し
て
、
説
明
を
加
え
て
い
く
。

一　

698　
　

標
注　

お
く
露
の
か
ゝ
る
物
と
はや

慶

思
へふ
ら
ん
慶

ど
も
か
れ
せ
ぬ
も
の
は

なと
こ
な
つ
抄

で
し
こ
の
花

老
の
す
さ
び　

お
く
露
の
か
ゝ
る
物
と
は
思
へ
ど
も
か
れ
せ
ぬ
も
の
は

な
で
し
こ
の
は
な

慶
長
本
に
は
、
二
三
の
句
、
も
の
と
や
思
ふ
ら
ん
、

結
句
は
、
と
こ
夏
の
花
と
あ
り
。
こ
の
か
た
ぞ
正
し

か
る
べ
し
。（
以
下
略
）

こ
の
例
で
は
、「
二
三
の
句
、
も
の
と
や
思
ふ
ら
ん
」
と
慶
長
本
の
本
文
を

紹
介
し
、
結
句
も
「
と
こ
夏
の
花
と
あ
り
」
と
す
る
が
、『
標
注
』
を
見
る
限

り
「
と
こ
な
つ
の
花
」
は
季
吟
『
八
代
集
抄
』
の
本
文
で
、
実
際
に
『
八
代
集

抄
』
に
「
とイ

な
で
し
こ

こ
夏
の
は
な
」
と
あ
る
部
分
で
あ
る
。『
老
の
す
さ
び
』
は
、
こ

こ
で
も
『
標
注
』
の
異
文
注
記
を
見
誤
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
「
こ
の
か
た
ぞ
正
し
か
る
べ
し
。」
と
誤
認
し
た
部
分
を
含
め
て
、
慶
長

本
を
正
し
い
本
文
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二  

724  　

標
注　

君六
帖

を
思忠

岑ふ
心
をは
慶

人
に
こ相

模
ゆ
る
ぎ
の
い
そ
の
玉
も
やも
慶

い
ま

もや
慶

か
ら
ま
し

老
の
す
さ
び　

君
を
思
ふ
こ
ゝ
ろ
を
人
に
こ
ゆ
る
ぎ
の
磯
の
玉
藻
や
今

も
か
ら
ま
し

こ
ゝ
ろ
を
の
を
は
、
慶
長
本
に
、
は
と
あ
る
ぞ
よ
ろ

し
き
。
玉
藻
を
か
ら
ん
と
て
人
に
を
く
れ
し
と
は
や

る
を
こ
ゆ
る
と
は
云
ひ
か
け
し
也
。（
以
下
略
）

三　

786　
　

標
注　

道
し
ら
で
や
み
や
は
し
なぬ

る
慶ぬ

あ
ふ
坂
の
関
の
こあ
抄

な
た
は

う
み
と
い
ふ
な
り

老
の
す
さ
び　

み
ち
し
ら
で
や
み
や
は
し
な
ぬ
逢
坂
の
さ
き
の
あ
な
た

は
う
み
と
云
也

や
み
や
は
し
な
ぬ
は
、
慶
長
本
に
は
、
や
み
や
は
し

ぬ
る
と
あ
り
。
こ
れ
も
し
か
る
べ
し
。
か
ゝ
る
誤
字
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文
科
学
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二
十
巻
第
三
号

あ
る
べ
し
。
や
ま
ぬ
ぞ
と
い
ふ
心
な
り
。

四　

807
詞　

標
注　

ふ
み
つ
か
は
し
け
る
女
の
は「

慶
ナ
シ

ゝ
の
恋
を
し
こ
ひ
ば
と
い

へ
り
け
る
が
、
と
し
ご
ろ
へ
に
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る

老
の
す
さ
び　

文
つ
か
は
し
け
る
女
の
母
の
恋
を
し
こ
ひ
ば
と
い
へ
り

け
る
が
、
と
し
頃
へ
に
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る

ふ
み
つ
か
は
し
け
る
女
の
母
の
古
今
集
な
る
、
種
し

あ
れ
ば
岩
に
も
松
は
生
に
け
り
恋
を
し
こ
ひ
ば
逢
は

ざ
ら
め
や
は
、
と
い
へ
る
其
一
句
を
と
り
出
て
、
を

と
こ
に
其
心
を
え
さ
せ
つ
る
な
り
。
慶
長
本
に
は
母

は
な
し
。

五  

943　
　

標
注　

人続
古
今
恋
四

ご
と
の
た
の
み
が
た
き
はに
慶

難
波
な
る
芦
の
う
ら
ば
の

う
ら
み
つる

か

な

慶

べ
し
な

老
の
す
さ
び  

人
ご
と
の
た
の
み
が
た
き
は
難
波
な
る
あ
し
の
う
ら
葉

の
恨
み
つ
べ
し
な

（
上
略
）
慶
長
本
に
は
、
う
ら
み
つ
る
か
な
と
有
。

す
べ
て
い
は
ゞ
言
に
は
よ
さ
ま
に
い
へ
ど
其
詞
の
如

く
の
み
は
え
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
頼
み
が
た
け
れ
ば
、

恨
つ
べ
し
と
な
り
。

六　

966
詞　

標
注　

人
を
お
も
ひ
か
け
て
い「

慶

ナ

シ

」

ひ
わ
た
り
侍
り
け
る

を人
の
あ
は
で
侍
こ
と
日
こ
ろ
を
慶

ま
ち
ど
ほ
に
のす
ご
し
慶み
侍
り
け
れ
ば

老
の
す
さ
び　

人
を
お
も
ひ
か
け
て
い
ひ
わ
た
り
侍
け
る
を
ま
ち
ど
ほ

に
の
み
侍
け
れ
ば

ま
ち
ど
ほ
は
、
慶
長
本
に
「
人
の
あ
は
で
ま
つ
事
、

日
比
を
す
ご
し
云
々
」
と
も
あ
れ
ば
、
あ
は
む
事
の

ま
ち
ど
ほ
な
る
也
。（
以
下
略
）

七　

1352　
　

標
注　

い
と
ゞ
し
く
す
ぎ
ゆに
し
慶く
か
た
の
恋
し
き
に
う
ら
や
ま
し

く
も
か
へ
る
な
み
か
な

老
の
す
さ
び　

い
と
ゞ
し
く
過
ゆ
く
か
た
の
恋
こ
ひ
し
き
に
う
ら
や
ま

し
く
も
か
へ
る
波
か
な

（
上
略
）
過
ゆ
く
は
、
慶
長
本
、
過
に
し
と
あ
る
に

し
た
が
ふ
べ
し
。（
以
下
略
）

以
上
の
六
例
は
、
慶
長
本
の
本
文
を
掲
げ
な
い
ま
ま
、
慶
長
本
本
文
に
言
及

し
た
も
の
で
あ
る
。
二
「
慶
長
本
に
、
は
と
あ
る
ぞ
よ
ろ
し
き
。」
と
し
、
七

の
例
で
も
「
慶
長
本
、
過
に
し
と
あ
る
に
し
た
が
ふ
べ
し
。」
と
し
て
、
慶
長

本
本
文
の
優
位
性
を
説
い
て
い
る
。

三
に
お
い
て
は
「
慶
長
本
に
は
、
や
み
や
は
し
ぬ
る
と
あ
り
。
こ
れ
も
し
か

る
べ
し
。
か
ゝ
る
誤
字
あ
る
べ
し
。」
と
し
て
、
こ
れ
も
慶
長
本
の
本
文
の
妥

つ
か
は
し
け
る
慶
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近
世
庄
内
歌
壇
に
お
け
る
『
後
撰
和
歌
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当
性
を
認
め
て
い
る
。「
誤
字
あ
る
べ
し
」
と
い
う
本
文
へ
の
態
度
は
、『
後
撰

集
新
抄
』
な
ど
に
も
し
ば
し
ば
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
例
え
ば
四
で
は
、「
慶
長
本
に
は
母
は
な
し
。」
と
し
た
の
で
あ
れ

ば
、
恋
人
の
女
性
が
直
接
語
り
か
け
た
こ
と
に
な
り
、
和
歌
の
解
釈
に
も
反
映

さ
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
言
及
は
な
い
。

八　

1058　
　

標
注　

せ慶
長
本
後

き
も
あ
へ
ず
涙
の
川
の
せ
を
は
や
みく

な

が

れ

慶

か
ゝ
ら
ん
物
と

思
ひ
や
は
せ
し

老
の
す
さ
び　

せ
き
も
あ
へ
ず
涙
の
河
の
瀬
を
早
み
か
ゝ
ら
む
物
と
思

ひ
や
は
せ
し

（
上
略
）
慶
長
本
に
は
三
の
句
と
一
の
句
と
入
か
へ

た
り
。
さ
ら
ば
い
と
続
き
の
よ
ろ
し
く
聞
ゆ
る
也
。

下
句
は
涙
の
甚
し
き
を
さ
し
て
か
ゝ
ら
む
も
の
と
は

忘
ら
れ
ざ
り
し
始
に
は
お
も
は
ざ
り
し
な
り
。
か
く

い
ひ
て
わ
す
ら
れ
た
る
な
げ
き
の
深
き
を
き
か
せ
た

り
。
慶
長
本
、
四
句
な
が
れ
ん
云
々
と
あ
り
。
流
れ

に
泣
れ
を
そ
へ
た
り
。

こ
の
例
に
お
い
て
、「
慶
長
本
に
は
三
の
句
と
一
の
句
と
入
か
へ
た
り
」
と

は
、
少
な
く
と
も
『
標
注
』
の
記
載
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ

え
て
推
測
す
れ
ば
、「
慶
長
本
後
」
と
い
う
和
歌
配
列
に
関
す
る
注
記
を
、
こ

こ
で
は
初
句
が
後
に
回
っ
て
三
句
と
入
れ
替
え
る
と
の
指
示
と
解
釈
し
た
可
能

性
が
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。『
老
の
す
さ
び
』
の
指
摘
は
、
四
句
目
「
流
れ
」

に
「
泣
か
れ
」
の
掛
詞
の
指
摘
は
そ
の
と
お
り
で
は
あ
る
の
だ
が
、
果
た
し
て

三
句
と
初
句
を
入
れ
替
え
て
「
瀬
を
は
や
み
涙
の
川
の
せ
き
も
あ
え
ず
」
と
し

て
「
い
と
続
き
の
よ
ろ
し
く
聞
ゆ
る
」
か
ど
う
か
、
疑
問
で
も
あ
る
箇
所
で
あ

る
。
が
、
違
っ
た
観
点
か
ら
は
、
慶
長
本
の
本
文
を
重
視
す
る
姿
勢
を
窺
う
こ

と
の
で
き
る
箇
所
で
も
あ
る
。

九　

1384
詞　

標
注　

西雅

子
四
条
の
み
こ「
や
の
か
へ
て
」

の
家
の
山
に
て
女
勤

子

四
の
み
こ
の
も
と
に

老
の
す
さ
び　

西
四
条
の
み
こ
の
家
の
山
に
て
女
四
の
み
こ
の
も
と
に

四
条
の
み
こ
は
雅
子
内
親
王
、
女
四
の
み
こ
は
勤
子

内
親
王
。
延
喜
の
皇
女
。
山
に
て
は
築
山
を
云
な
る

べ
し
。
慶
長
本
に
は
こ
ゝ
を
、
西
四
条
の
み
や
の
か

へ
で
、
松
山
に
て
と
あ
り
。

一
〇　

1403　

標
注　

ひ
と
り
ゆ
く
こ
と
こ
そ
う
け
れ
ふ
る
さ
と
の
なむ
か
し
六
帖
集

ら
の
な

ら
び
て
見
しる

同

人
もを
同

な
み

老
の
す
さ
び　

ひ
と
り
ゆ
く
こ
と
こ
そ
う
け
れ
ふ
る
里
の
な
ら
の
並
び

て
見
し
人
も
な
み
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（
上
略
）
慶
長
本
に
は
「
む
か
し
な
ら
び
て
」
と
あ

る
方
ま
さ
れ
る
に
や
。
さ
ら
ば
双
び
て
に
奈
良
を
そ

へ
た
り
。（
以
下
略
）

九
で
は
、
慶
長
本
本
文
を
「
西
四
条
の
み
や
の
か
へ
で
、
松
山
に
て
」
と
し

て
い
る
。『
標
注
』
の
異
文
注
記
か
ら
は
「
西
四
条
の
み
や
の
か
へ
て
の
山
に

て
」
か
「
西
四
条
の
み
や
の
か
へ
て
山
に
て
」
と
復
元
さ
れ
る
は
ず
で
、「
松

山
」
と
い
う
語
が
出
て
く
る
理
由
が
不
明
で
あ
る
。

一
〇
の
例
で
は
、
慶
長
本
の
異
文
が
『
標
注
』
に
は
一
つ
も
な
い
に
も
関
わ

ら
ず
、
六
帖
及
び
伊
勢
集
の
異
文
注
記
を
慶
長
本
の
も
の
と
誤
認
し
て
い
る
。

こ
の
本
文
を
採
る
の
で
あ
れ
ば
、
掛
詞
の
指
摘
は
穏
当
で
あ
る
の
だ
が
、
慶
長

本
本
文
で
は
な
い
も
の
を
も
誤
認
し
た
上
で
、
優
位
と
し
て
い
る
。

以
上
、
和
歌
や
詞
書
に
慶
長
本
の
異
文
注
記
が
な
い
一
〇
例
を
掲
げ
た
。
前

節
に
続
い
て
慶
長
本
の
優
位
性
を
認
め
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い
が
、
一
方
で

何
ら
か
の
事
情
で
慶
長
本
の
本
文
と
誤
っ
て
認
定
し
た
例
も
多
い
。
こ
う
し
た

誤
認
が
生
じ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
慶
長
本
本
文
を
傍
注
の
形
で
取
り
入

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
誤
認
に
つ
な
が
っ
た
可
能
性
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
慶
長
本
の
引
用
が
、
巻
九
（
恋
一
）
以

降
に
頻
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
全
く
慶
長
本
に
つ
い
て
の
記
述

は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
巻
八
ま
で
に
慶
長
本
の
異
文
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
例
で
あ
る
。

一
一　

399　

標
注　
　

ほこ
と
と
こ
ろ
よ
り

か
の
き慶く
を
う
つ
し
う
ゑ
て

ふ六
帖

る
里
つ
ら
ゆ
きを
わ
か
れ
て
さ
け
る
菊
の
は
な
た
び
な
が
ら
こ

そ
に
ほ
ふ
べ
ら
な
れ

老
の
す
さ
び　
　

ほ
か
の
菊
を
う
つ
し
う
ゑ
て　
　

一
本
、
こ
と
ゞ
こ

ろ
よ
り
と
有
。

ふ
る
さ
と
を
わ
か
れ
て
さ
け
る
き
く
の
は
な
た
び
な
が

ら
こ
そ
匂
ふ
べ
ら
な
れ　

ふ
る
さ
と
ゝ
は
、
旧
来
生
て
有
し
所
を
ふ
る
さ
と
ゝ

は
い
へ
り
。
た
び
な
が
ら
は
、
例
の
た
び
の
其
侭
に

て
の
意
。
に
ほ
ふ
は
、
咲
匂
ふ
事
な
れ
ど
も
、
故
郷

に
異
な
ら
ず旅

の
ま
ゝ

今
わ
が
咲
た
る
所
な
れ
ば
、
十
分
に
ゝ

ほ
ふ
と
い
ふ
意
な
る
べ
し
。
拾
遺
、
い
づ
こ
に
も
草

の
枕
を
す
ゞ
む
し
は
こ
ゝ
を
た
び
と
も
お
も
は
ざ
ら

な
む
。
新
古
今
、
女
郎
花
野
べ
の
ふ
る
さ
と
お
も
ひ

出
て
や
ど
り
し
虫
の
こ
ゑ
や
恋
し
き
。

巻
七
の
和
歌
で
あ
る
。
標
注
で
は
、「
慶
」
と
慶
長
本
の
校
異
で
あ
る
こ
と

を
明
示
し
て
い
る
が
、
老
の
す
さ
び
で
は
、「
一
本
」
と
し
て
注
記
し
て
い
る
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近
世
庄
内
歌
壇
に
お
け
る
『
後
撰
和
歌
集
』

に
過
ぎ
な
い
。
注
釈
で
も
、
和
歌
の
中
の
言
葉
に
注
を
加
え
な
が
ら
、
最
後
に

拾
遺
集
と
新
古
今
集
の
用
例
を
記
し
て
、
異
文
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

次
の
例
は
、
巻
四
の
例
で
あ
る
。

一
二　

152　

標
注　

う
き
も
の
と
思
ひ
し
り
な
ば
う
の
花
の
さ
け
る
垣
ね
も

た
づ
ね
ざ
ら
ま
し

老
の
す
さ
び　

う
き
も
の
と
お
も
ひ
し
り
な
ば
う
の
花
の
さ
け
る
垣
ね

は
た
づ
ね
ざ
ら
ま
し　

う
し
と
見
つ
ゝ
と
い
ふ
を
受
て
、
さ
ば
か
り
う
き
も

の
と
お
も
ひ
し
り
た
ま
は
ゞ
、
た
づ
ね
た
ま
ふ
べ
く

も
あ
ら
ぬ
を
、
真
実
に
さ
は
思
ひ
た
ま
は
ね
ば
こ

そ
、
た
の
み
も
尋
ね
も
し
た
ま
ふ
な
る
べ
し
と
な

り
。
異
本
の
た
づ
ね
ざ
ら
な
ん
は
、
さ
ば
か
り
う
し

と
思
は
ゞ
、
た
づ
ね
た
ま
ふ
事
な
か
れ
と
な
り
。

こ
の
一
二
で
も
、「
イ
」
と
し
て
掲
げ
た
異
文
は
、
標
注
で
は
慶
長
本
の
本

文
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
老
の
す
さ
び
』
の
注
釈
の
中
で
、「
異
本
の
た
づ
ね
ざ

ら
な
ん
は
、」
と
異
文
の
解
釈
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
結
句
の
「
な
ん
」
と
い
う
異
文
記
載
は
、『
八
代
集
抄
』
に
も
ま

た
『
後
撰
集
新
抄
』
に
も
「
イ
」
と
し
て
同
様
に
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、『
標
注
』

か
ら
引
用
し
た
と
断
言
は
で
き
な
い
。『
老
の
す
さ
び
』
に
は
、
凡
例
は
な

く
、
異
文
を
ど
の
よ
う
な
本
か
ら
引
用
し
た
か
は
、
全
く
不
明
で
あ
り
、『
老

の
す
さ
び
』
の
異
文
注
記
が
『
標
注
』
か
ら
だ
け
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

し
か
し
、
服
部
正
樹
は
、
こ
の
よ
う
に
異
文
に
よ
る
読
み
を
も
考
慮
す
る
こ

と
が
後
撰
集
の
解
釈
で
は
有
用
で
あ
る
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し

て
、
少
し
ず
つ
異
文
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
な
っ
て
、
巻
九
以
降
で
は
、
特
に

「
慶
長
本
」
と
い
う
異
本
を
注
目
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
憶
測
す
る
し
か

な
い
の
で
あ
る
が
、
注
釈
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
流
布
本
の
本
文
だ
け
で
は

飽
き
足
ら
な
く
な
っ
て
、
よ
り
作
歌
事
情
が
詳
細
な
慶
長
本
本
文
に
惹
か
れ
て

い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

　
　
五
　
結
語

服
部
正
樹
『
後
撰
老
の
す
さ
び
』
に
お
け
る
、
慶
長
本
注
記
に
つ
い
て
考
察

を
試
み
て
き
た
。『
老
の
す
さ
び
』
に
お
け
る
慶
長
本
の
本
文
摂
取
は
、
一
節

で
述
べ
た
よ
う
に
、
恐
ら
く
『
標
注
』
の
慶
長
本
注
記
を
取
り
入
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
『
老
の
す
さ
び
』
が
慶
長
本
に
関
す
る

引
用
や
注
釈
を
行
っ
て
い
る
部
分
に
の
み
考
察
を
加
え
て
き
た
が
、『
標
注
』

の
慶
長
本
引
用
は
実
際
に
は
さ
ら
に
多
い
。『
老
の
す
さ
び
』
が
、
無
批
判
に

『
標
注
』
の
慶
長
本
注
記
を
採
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

二
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
慶
長
本
の
独
自
歌
と
し
て
『
標
注
』
が
引

な　

ん　
慶

な　

ん　
イ



―（51）16―

山
形
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）
第
二
十
巻
第
三
号

用
し
て
い
る
和
歌
一
四
首
に
つ
い
て
も
、『
老
の
す
さ
び
』
は
ほ
と
ん
ど
触
れ

て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
三
、四
節
に
お
い
て
は
、『
老
の
す
さ
び
』
が
慶
長
本

の
本
文
に
優
位
性
を
認
め
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
が
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
、『
後
撰
和
歌
集
』
全
体
に
お
い
て
、
慶
長
本
を
復
元
し
よ
う
と

い
っ
た
発
想
は
恐
ら
く
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
注
釈
態
度
に
は
、
異
本
系
本
文
を
参
看
す
る
こ
と
で
、『
後
撰
和

歌
集
』
の
内
容
を
明
確
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
と
見
て
と
る
こ
と
も
で
き

そ
う
で
あ
る
。『
八
代
集
抄
』
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
姿
勢
と
い
っ
て
も
良
い

と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
『
老
の
す
さ
び
』
の
注
釈
態
度
の
中
に
は
、『
標
注
』

の
異
文
を
慶
長
本
と
誤
認
し
た
例
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
の
瑕
が
あ
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、『
標
注
』
所
引
の
慶
長
本
の
独
自
歌

一
四
首
の
う
ち
、
二
首
引
用
し
て
、
一
首
し
か
注
を
付
け
て
い
な
い
点
に
つ
い

て
も
、
恣
意
的
な
印
象
は
免
れ
得
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
現
代
の
注
釈
の
よ
う

な
厳
密
さ
は
望
み
得
な
い
こ
と
に
は
な
る
も
の
の
、
服
部
正
樹
、
ひ
い
て
は
、

庄
内
歌
壇
に
お
い
て
、
従
来
の
注
釈
を
そ
の
ま
ま
に
取
り
入
れ
る
の
で
は
な
い

注
釈
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
評
価
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

庄
内
歌
壇
は
江
戸
時
代
後
期
に
よ
う
や
く
活
動
し
て
、
多
く
の
歌
人
を
輩
出

し
た
。
服
部
正
樹
の
業
績
は
、
和
歌
文
学
へ
の
高
ま
り
が
注
釈
作
業
と
な
っ
た

点
が
特
徴
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
別
の
角
度
か
ら
見
た
場
合
、
庄
内
歌

壇
に
お
け
る
和
歌
の
担
い
手
は
ほ
と
ん
ど
が
武
士
階
級
で
あ
り
、
幕
末
の
動
乱

の
中
で
和
歌
文
学
に
力
を
注
ぐ
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
政
治
情
勢

の
中
で
、
服
部
正
樹
は
三
代
集
の
注
釈
を
手
が
け
、
完
成
し
た
の
は
明
治
十
年

以
降
と
思
わ
れ
る
。
新
し
い
政
治
体
制
の
中
で
『
古
今
老
の
す
さ
び
』
な
ど
三

部
作
を
明
治
天
皇
の
東
北
巡
幸
の
折
に
奉
献
し
よ
う
と
す
る
が
叶
わ
な
か
っ
た

も
の
の
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
異
文
を
も
参
照
し
た
注
釈
態
度
な
ど
は
、
動

乱
期
で
あ
る
こ
と
も
加
味
す
る
と
、
地
方
の
和
歌
研
究
史
の
一
端
に
、『
後
撰

老
の
す
さ
び
』
も
評
価
の
対
象
と
し
て
加
え
て
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

注
１　

藤
田
洋
治
「『
百
首
略
解
』
の
翻
刻
と
考
察
―
近
世
後
期
庄
内
歌
壇
の

側
面
」
山
形
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）
第
十
九
巻
三
号
、
令
和
二
年
二

月
。
お
よ
び
、
藤
田
洋
治
「
白
井
固
『
百
首
略
解
』
の
注
釈
方
法
」
函
館

国
語
第
三
五
号
。
令
和
三
年
一
月
。

注
２　

藤
田
洋
治
「
服
部
正
樹
『
後
撰
老
の
す
さ
び
』
の
注
釈
内
容
」
山
形
大

学
紀
要
（
人
文
科
学
）
第
十
九
巻
第
四
号
。
令
和
三
年
二
月
。
そ
れ
以
外

に
は
触
れ
た
論
考
は
探
せ
な
い
。

注
３　
「
後
撰
和
歌
集
慶
長
本
の
性
格
」（「
文
学
・
語
学
」
第
六
号
、
昭
和

三
二
年
一
二
月
）

注
４　
『
後
撰
和
歌
集
の
研
究
と
資
料
』
昭
和
四
一
年
一
月
。
新
生
社
。
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近
世
庄
内
歌
壇
に
お
け
る
『
後
撰
和
歌
集
』

注
５　
『
後
撰
和
歌
集　

校
本
と
研
究
』
昭
和
三
六
年
。
誠
信
書
房
。

注
６　
「
後
撰
和
歌
集
の
伝
本
」（「
女
子
大
文
学
」
第
一
七
号
、
昭
和
四
〇
年

一
一
月
）

注
７　
『
後
撰
和
歌
集
諸
本
の
研
究
』
昭
和
四
六
年
三
月
。
笠
間
書
院
。

注
８　
『
岸
本
由
豆
流　

後
撰
和
歌
集
標
注
』
妹
尾
好
信
編
著
。
平
成
元
年
九

月
、
和
泉
書
院
刊
。
以
下
、　

本
文
の
引
用
は
、
基
本
的
に
は
同
書
に
拠

る
が
、
私
に
版
本
に
当
た
っ
て
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。

注
９　

注
２
に
同
じ
。

注
10　
『
八
代
集
全
註
』（
山
岸
徳
平
編
著
、
有
精
堂
出
版
、
昭
和
三
五
年
七
月

刊
）
以
下
の
後
撰
集
抄
の
引
用
も
こ
の
本
に
拠
る
。

注
11　
『
後
撰
和
歌
集
全
釈
』（
木
船
重
昭
著
、
笠
間
書
院
、
一
九
八
八
年
一
一

月
刊
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

後
撰
和
歌
集
』（
片
桐
洋
一
校
注
、
岩

波
書
店
、
一
九
九
〇
年
四
月
刊
）『
後
撰
和
歌
集
』（
工
藤
重
矩
校
注
、
和

泉
書
院
、
一
九
九
二
年
九
月
刊
）『
和
歌
文
学
大
系　

後
撰
和
歌
集
』（
徳

原
茂
実
著
、
明
治
書
院
、
二
〇
二
二
年
五
月
刊
）

付
記　

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）、
課
題
番
号

1
９
K
0
0
3
1
６
）「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
方
歌
壇
の
和
歌
文
学
研
究

―
山
形
県
庄
内
地
方
を
中
心
に
―
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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山
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大
学
紀
要
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第
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十
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第
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In the Shonai poetry circles, where waka literature flourished in the late modern period, 

interest in waka poetry grew, and annotative works were undertaken. Among them were 

the commentaries compilated by Hattori Masaki, which annotated all the waka poems in 

the Sandaishu. The present study has found that one of his commentaries, “Gosen-Oino-

susabi,” an annotation of the “Gosenwakashu,” was written with reference to the ear-

lier commentaries, Nakayama Umashi’s “Gosenshu-Shinsho” and Kishimoto Yuzuru’s 

“Gosenwakashu-Hyochu.” “Gosen-Oinosusabi” contains quotations from variant texts of the 

Keichobon, a different version of “Gosenwakashu.” The present study has examined the 

quoted texts from the Keichobon and revealed the annotative attitude of “Gosen-Oinosusa-

bi,” in which Hattori made use of “Gosenwakashu-Hyochu” and interpreted the quotations 

in his own way despite some errors.

A Consideration of Annotative Works of 
“Gosenwakashu” in the Shonai Poetry Circles in the 

Late Modern Period:
Focusing on the Commentaries on the 

Keichobon in “Gosen-Oinosusabi”


