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一
、
緒
言

　

延
喜
十
三
年
十
月
十
三
日
、
内
裏
に
お
い
て
菊
合
が
開
催
さ
れ
た
︵
以
下
、

当
該
菊
合
と
す
る
︶。
こ
の
年
は
、
三
月
に
亭
子
院
歌
合
が
催
さ
れ
、
十
月
に

満
子
四
十
賀
屏
風
が
製
作
さ
れ
る
な
ど
、
延
喜
七
年
以
降
伏
流
し
て
い
た
和

歌
事
績
が
再
び
隆
盛
を
み
る
、
和
歌
史
上
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
年
と
い
え

よ
う
。
し
か
も
、
三
つ
の
事
績
は
そ
れ
ぞ
れ
に
主
要
な
参
加
者
が
重
な
り
、

同
様
の
基
盤
を
持
つ
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
当
該
菊
合
を

精
査
す
る
こ
と
で
、
な
ぜ
延
喜
十
三
年
に
和
歌
事
績
が
興
隆
す
る
の
か
を
紐

解
く
足
が
か
り
と
し
た
い
。

　

本
稿
は
右
の
問
題
意
識
の
下
、
第
二
節
で
は
菊
合
と
い
う
行
事
に
つ
い

て
、
先
蹤
と
な
る
寛
平
三
年
こ
ろ
に
開
催
さ
れ
た
内
裏
菊
合
を
軸
に
整
理
し

た
。
次
い
で
当
該
菊
合
に
つ
い
て
、
参
加
者
・
開
催
場
所
・
和
歌
表
現
の
三

つ
の
観
点
か
ら
分
析
を
行
う
。
第
三
節
で
は
当
該
菊
合
の
参
加
者
の
性
質

を
、
第
四
節
で
は
菊
合
の
開
催
場
所
で
あ
る
清
涼
殿
東
庭
の
性
質
を
分
析

し
、
当
該
菊
合
の
史
的
意
義
を
検
討
し
た
。
第
五
節
で
は
当
該
菊
合
の
和
歌

表
現
を
精
査
し
、
そ
の
和
歌
史
的
意
義
を
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
の
検
討
を
通

し
て
、
当
該
菊
合
の
歴
史
的
・
和
歌
的
両
面
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
、
菊
合
と
い
う
手
法

　

菊
合
の
先
行
例
に
は
、
寛
平
三
年
こ
ろ
の
内
裏
菊
合
が
あ
る
︵
以
下
、
寛

平
菊
合
と
す
る
︶１。
寛
平
菊
合
は
、
内
裏
で
行
わ
れ
た
現
存
最
古
の
歌
合
で
あ

る
。
中
村
佳
文
は
﹁﹁
寛
平
内
裏
菊
合
﹂
を
中
心
と
す
る
宇
多
朝
文
壇
に
お

け
る
菊
花
の
賞
美
の
方
法
が
、﹃
古
今
和
歌
集
﹄
菊
の
歌
群
に
反
映
し
撰
歌

の
基
準
と
な
っ
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る２
。﹃
古
今
集
﹄
秋
下
の
菊
歌
群
全
一

三
首
に
は
、
寛
平
菊
合
か
ら
四
首
が
ま
と
ま
っ
て
収
め
ら
れ
、
菊
花
を
詠
む

先
駆
的
事
績
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
菊
と
同
様
に
、
宇
多

の
下
で
開
催
さ
れ
た
歌
合
か
ら
﹃
古
今
集
﹄
に
ま
と
ま
っ
て
収
め
ら
れ
る
題

材
に
女
郎
花
が
あ
る
。
近
似
し
た
過
程
を
辿
る
歌
題
と
し
て
並
行
し
て
検
討

す
べ
き
で
あ
る
が
、
別
稿
に
譲
り
た
い３
。

　

菊
合
の
後
続
例
に
目
を
転
じ
る
と
、
当
該
菊
合
の
の
ち
、
延
喜
十
八
年
に

内
裏
で
一
回４
、
村
上
朝
の
天
暦
七
年
に
内
裏
で
一
回
︵
以
下
、
天
暦
菊
合
と
す

　

延
喜
十
三
年
内
裏
菊
合
攷

荒
　
井
　
洋
　
樹
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る
︶
と
、
宇
多
│
醍
醐
│
村
上
の
皇
統
の
中
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
特
に
、

天
暦
菊
合
は
当
該
菊
合
を
先
蹤
と
し
て
お
り
、
注
意
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
東

三
条
院
菊
合５
、
上
東
門
院
菊
合６
、
重
盛
家
菊
合
が
あ
る
。
本
節
で
は
菊
合
と

い
う
形
態
の
嚆
矢
で
あ
り
、
当
該
菊
合
と
同
様
に
内
裏
で
開
催
さ
れ
た
寛
平

菊
合
を
検
討
し
、
当
該
菊
合
を
論
じ
る
基
盤
と
し
た
い
。

　

寛
平
菊
合
は
、
内
裏
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
宇
多
が
内
裏
に
遷
御

す
る
の
は
、﹃
日
本
紀
略
﹄
寛
平
三
年
二
月
十
九
日
条
に
﹁
帝
従
東
宮
遷
御

禁
中
清
涼
殿
﹂
と
あ
る
寛
平
三
年
以
降
で
あ
る７
。
寛
平
菊
合
の
開
催
場
所
を

明
記
す
る
記
録
は
残
ら
な
い
が
、
寛
平
菊
合
で
は
、
左
方
は
﹁
九
本
は
州
浜

を
つ
く
り
て
う
ゑ
た
り
﹂
と
あ
り
、
菊
一
本
ご
と
に
州
浜
を
一
つ
製
作
し
て

お
り
、
右
方
は
、﹁
菊
ど
も
お
ほ
す
べ
き
州
浜
を
、
い
と
お
ほ
き
に
つ
く
り

て
ひ
と
つ
に
う
ゑ
た
れ
ば
、
も
て
い
づ
る
に
と
こ
ろ
せ
け
れ
ば
﹂
と
一
つ
の

州
浜
に
す
べ
て
の
菊
を
備
え
付
け
る
大
規
模
な
も
の
を
製
作
し
て
い
る
。
両

者
と
も
に
大
規
模
な
州
浜
を
製
作
し
て
お
り
、
開
催
場
所
に
は
空
間
的
な
余

裕
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宇
多
の
在
所
で
あ
る
清
涼
殿
の
前
に
位
置
し
、

空
間
的
に
も
余
裕
の
あ
る
清
涼
殿
東
庭
で
行
わ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

寛
平
菊
合
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
州
浜
は
、
左
方
は
﹁
山
崎
の
水
無
瀬
﹂

や
﹁
嵯
峨
の
大
沢
の
池
﹂
な
ど
、
歌
枕
を
核
と
し
て
州
浜
を
作
り
、
右
方
は

漢
詩
文
を
典
拠
と
し
て
製
作
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
が
あ
る
。
現
在
知
ら

れ
る
参
加
者
は
、
歌
人
で
は
﹃
古
今
集
﹄
秋
上
に
、

同
じ
御
時
せ
ら
れ
け
る
菊
合
に
、
州
浜
を
つ
く
り
て
菊
の
花
う
ゑ

た
り
け
る
に
く
は
へ
た
り
け
る
う
た
、
吹
上
の
浜
の
か
た
に
菊
う

ゑ
た
り
け
る
に
よ
め
る 

菅
原
朝
臣　

秋
風
の
吹
き
あ
げ
に
た
て
る
白
菊
は
花
か
あ
ら
ぬ
か
浪
の
よ
す
る
か

 

︵
二
七
二
︶

仙
宮
に
菊
を
わ
け
て
人
の
い
た
れ
る
か
た
を
よ
め
る

 

素
性
法
師　

ぬ
れ
て
ほ
す
山
ぢ
の
菊
の
つ
ゆ
の
ま
に
い
つ
か
ち
と
せ
を
我
は
へ
に
け

む 

︵
二
七
三
︶

菊
の
花
の
も
と
に
て
人
の
人
ま
て
る
か
た
を
よ
め
る 

友
則　

花
見
つ
つ
人
ま
つ
時
は
し
ろ
た
へ
の
袖
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る

 

︵
二
七
四
︶

大
沢
の
池
の
か
た
に
菊
う
ゑ
た
る
を
よ
め
る

ひ
と
も
と
と
思
ひ
し
菊
を
お
ほ
さ
は
の
池
の
そ
こ
に
も
た
れ
か
う
ゑ
け

む 

︵
二
七
五
︶

と
あ
る８
、
菅
原
道
真
・
素
性
・
紀
友
則
の
三
名
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
主
催

者
で
あ
る
宇
多
と
﹁
殿
上
童
こ
た
て
ぎ
み
﹂﹁
殿
上
童
藤
原
繁
時
﹂
の
三
人

で
、
計
六
人
が
知
ら
れ
る
。

　

道
真
は
宇
多
の
腹
心
で
あ
っ
た
が
、
宇
多
の
即
位
前
後
に
は
讃
岐
に
あ

り
、
両
者
が
関
係
を
深
め
る
の
は
道
真
が
帰
京
し
た
寛
平
二
年
春
以
降
の
こ

と
で
あ
る
。
道
真
は
寛
平
三
年
一
月
こ
ろ
に
昇
殿
を
聴
さ
れ
、
同
年
三
月
二

十
九
日
に
は
蔵
人
頭
と
な
る
。
宇
多
と
道
真
が
昵
懇
に
な
る
の
は
こ
の
こ
ろ

か
ら
で
、
宇
多
の
遷
御
時
期
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
寛
平
菊
合
を
寛
平
三
年

の
開
催
と
す
る
推
測
と
矛
盾
し
な
い
。

　

素
性
も
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
に
出
詠
す
る
な
ど
、
宇
多
周
辺
で
歌
歴
を
積

む
。
素
性
は
、
寛
平
九
年
の
子
日
行
幸
の
際
に
雲
林
院
で
兄
弟
の
由
性
と
と

も
に
宇
多
を
迎
え
、
昌
泰
元
年
の
宮
滝
御
幸
に
際
し
て
も
わ
ざ
わ
ざ
招
聘
さ

れ
て
お
り
、
宇
多
と
は
親
し
か
っ
た
。
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友
則
も
、
当
該
菊
合
の
ほ
か
、
宇
多
が
深
く
関
与
し
た
と
さ
れ
る
是
貞
親

王
家
歌
合
や
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
に
出
詠
し
て
い
る
。
宇
多
と
友
則
の
関
係

は
﹃
寛
平
御
集
﹄
に
、

ま
だ
み
こ
に
お
ま
し
ま
し
け
る
と
き
、
人
の
あ
り
て
、
み
ち
に
さ

ら
せ
た
ま
ふ
と
て

た
ち
よ
り
き
雲
路
見
む
ひ
と
の
こ
の（
マ
マ
）き
き
し
め
で
て
か
へ
ら
む
ご
と
に

か
ず
さ
す 

︵
三
︶

紀
友
則
が
ま
し
け
る

た
ち
よ
り
て
う
ち
み
る
ご
と
に
め
で
ぬ
れ
ば
か
へ
り
か
ず
を
ぞ
お
き
つ

め
て
み
る 

︵
四
︶

と
あ
り
、
元
慶
八
年
に
宇
多
が
臣
籍
に
下
さ
れ
る
以
前
、
陽
成
朝
ま
で
遡
る

よ
う
で
あ
る
。
参
加
歌
人
た
ち
は
、
宇
多
に
親
近
し
た
人
物
で
構
成
さ
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
折
の
道
真
歌
は
先
述
の
よ
う
に
﹃
古
今
集
﹄
に
入
集
し
て
い
る
。﹃
古

今
集
﹄
に
お
け
る
道
真
詠
は
、
こ
の
ほ
か
に
、
宮
滝
御
幸
の
折
の
、

朱
雀
院
の
奈
良
に
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
時
に
た
む
け
山
に
て
よ

み
け
る 

菅
原
朝
臣　

こ
の
た
び
は
ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
ず
た
む
け
山
紅
葉
の
錦
神
の
ま
に
ま
に

 

︵
四
二
〇
︶

 

素
性
法
師　

た
む
け
に
は
つ
づ
り
の
袖
も
き
る
べ
き
に
も
み
ぢ
に
あ
け
る
神
や
か
へ

さ
む 

︵
四
二
一
︶

だ
け
で
あ
り
、
当
該
菊
合
歌
群
と
同
様
に
素
性
と
並
ん
で
い
る
。
宮
滝
御
幸

は
、
宇
多
が
近
臣
を
引
き
連
れ
て
そ
の
紐
帯
を
確
認
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た９
。
昌
泰
の
変
後
に
編
纂
さ
れ
た
﹃
古
今
集
﹄
に
お
い
て
、
道

真
が
宮
滝
御
幸
に
供
奉
し
た
歌
を
掲
載
す
る
こ
と
に
は
、
忠
臣
と
し
て
の
道

真
を
描
出
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
ろ
う
。
当
該
菊
合
も
、
宮
滝
御
幸
詠
と

同
じ
く
道
真
と
素
性
詠
を
並
べ
て
お
り
、
宇
多
の
忠
臣
と
し
て
の
道
真
を
描

い
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。﹃
古
今
集
﹄
と
し
て
は
、
寛
平
菊
合
に
宮
滝
御
幸

と
同
様
の
君
臣
和
楽
の
意
義
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、﹃
古

今
集
﹄
秋
下
の
菊
歌
群
は
、
宇
多
朝
│
あ
る
い
は
宇
多
へ
の
意
識
が
顕
著
で

あ
る
。
先
掲
の
四
首
の
ほ
か
に
も
、

寛
平
御
時
菊
の
花
を
よ
ま
せ
た
ま
う
け
る 

敏
行
朝
臣　

久
方
の
雲
の
う
へ
に
て
見
る
菊
は
あ
ま
つ
ほ
し
と
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る

 

︵
二
六
九
︶

　

  

こ
の
歌
は
、
ま
だ
殿
上
聴
さ
れ
ざ
り
け
る
時
に
め
し
あ
げ
ら
れ

て
つ
か
う
ま
つ
れ
る
と
な
む
。

仁
和
寺
に
菊
の
花
め
し
け
る
時
に
歌
そ
へ
て
た
て
ま
つ
れ
と
お
ほ

せ
ら
れ
け
れ
ば
、
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る 

平
定
文　

秋
を
お
き
て
時
こ
そ
有
り
け
れ
菊
の
花
う
つ
ろ
ふ
か
ら
に
色
の
ま
さ
れ

ば 

︵
二
七
九
︶

が
あ
る
。
前
者
は
、
左
注
に
お
い
て
ま
だ
地
下
で
あ
っ
た
敏
行
の
歌
が
わ
ざ

わ
ざ
召
し
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
。
敏
行
は
、
宇
多
の
即
位
直
後
の
仁
和
四
年

に
史
上
初
め
て
の
五
位
蔵
人
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
宇
多
の
即
位
後
間
も
な

い
こ
ろ
の
作
だ
ろ
う
。
後
者
は
仁
和
寺
か
ら
菊
花
を
召
し
た
際
に
添
え
た
歌

と
あ
る
が
、
仁
和
寺
は
宇
多
出
家
後
の
在
所
で
、
宇
多
の
所
望
に
よ
る
詠
進

で
あ
ろ
う
。
定
文
の
叙
爵
は
延
喜
六
年
だ
が
、
そ
の
官
歴
を
寛
平
三
年
の
内

舎
人
か
ら
は
じ
め
て
お
り
、
宇
多
と
親
し
か
っ
たＡ
。
菊
歌
群
に
は
、
こ
れ
以



〔　　〕17

外
に
も
宇
多
の
関
与
が
強
い
と
さ
れ
る
是
貞
親
王
家
歌
合
か
ら
三
首
、
寛
平

御
時
后
宮
歌
合
か
ら
一
首
採
歌
し
て
お
り
、
全
一
三
首
中
一
〇
首
が
宇
多
関

連
の
歌
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
﹃
古
今
集
﹄
所
載
歌
に
お
い
て
宇
多
関
連
の
作
に
偏
る
の
は
、

菊
が
和
歌
で
詠
ま
れ
る
に
当
た
っ
て
宇
多
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
か
ら

で
あ
る
。
詠
歌
時
期
が
寛
平
菊
合
以
前
と
わ
か
る
和
歌
は
、
菊
花
を
詠
む
最

古
の
和
歌
で
あ
る
﹃
類
聚
国
史
﹄
所
引
桓
武
天
皇
の
延
暦
十
六
年
十
月
十
一

日
の
作
、

此
頃
の
時
雨
の
雨
に
菊
の
花
散
り
ぞ
し
ぬ
べ
き
あ
た
ら
そ
の
香
を

の
ほ
か
、﹃
類
聚
国
史
﹄
所
引
大
同
二
年
の
嵯
峨
と
平
城
の
唱
和
歌
、
業
平

作
の
﹃
古
今
集
﹄
二
六
八
番
歌
、
先
掲
敏
行
作
の
﹃
古
今
集
﹄
二
六
九
番
歌

が
あ
る
だ
け
で
、
現
存
資
料
に
お
い
て
は
、
寛
平
菊
合
は
菊
花
が
ま
と
ま
っ

て
詠
ま
れ
る
最
初
の
事
績
と
な
る
。
ま
た
、
宇
多
は
菊
花
を
詠
む
漢
詩
も
多

く
製
作
さ
せ
て
い
る
。﹃
雑
言
奉
和
﹄
所
引
寛
平
元
年
の
残
菊
宴
で
の
小
野

滋
陰
作
詩
に
﹁
聖
君
殊
愛
惜
﹂、
藤
原
菅
根
作
詩
に
﹁
聖
主
降
憐
免
犯
凌
﹂

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
宇
多
が
菊
花
愛
好
し
て
い
る
こ
と
は
臣
下
の
間
に

も
共
有
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
寛
平
菊
合
を
開
催
す
る
背
景
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

三
、
参
加
者

　

当
該
菊
合
の
参
加
者
の
検
討
に
移
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ

る
。

主
催
者
＝
醍
醐

左
方
＝
藤
原
興
風
・
藤
原
季
縄
・
坂
上
是
則

右
方
＝
藤
原
兼
輔
・
藤
原
伊
衡
・
紀
貫
之
・
凡
河
内
躬
恒

そ
の
他
＝
藤
原
定
方
・
藤
原
清
貫

　

主
催
者
の
醍
醐
は
、
当
時
の
帝
。
母
は
藤
原
高
藤
女
の
胤
子
で
、
北
家
の

基
経
│
時
平
・
忠
平
父
子
と
は
血
縁
関
係
に
な
か
っ
た
。
和
歌
関
係
の
事
績

で
は
、﹃
古
今
集
﹄
編
纂
の
勅
を
下
し
た
ほ
か
、
延
喜
五
年
の
定
国
四
十
賀

屏
風
、
延
喜
十
三
年
の
満
子
四
十
賀
屏
風
の
製
作
を
下
命
し
て
い
る
。
晩
年

に
は
﹃
新
撰
和
歌
﹄
編
纂
の
勅
を
下
し
て
お
り
、
父
の
宇
多
と
と
も
に
和
歌

に
熱
心
な
帝
で
あ
っ
た
。

　

当
日
、
醍
醐
へ
の
伝
達
役
を
務
め
た
定
方
は
、
北
家
高
藤
男
で
、
醍
醐
の

生
母
胤
子
の
弟
に
当
た
る
が
、
頭
角
を
現
す
の
は
家
督
を
継
い
だ
兄
定
国
が

延
喜
六
年
に
薨
じ
て
以
降
で
あ
る
。
延
喜
九
年
に
参
議
に
至
り
、
当
該
菊
合

の
あ
っ
た
延
喜
十
三
年
に
は
、
六
人
を
超
え
て
中
納
言
に
昇
っ
た
。
ま
た
、

当
該
菊
合
の
翌
日
に
行
わ
れ
た
満
子
四
十
賀
に
お
い
て
は
、
当
該
菊
合
と
同

様
、
賀
宴
を
差
配
し
て
お
り
、
醍
醐
主
催
の
二
つ
の
行
事
に
お
い
て
特
別
な

位
置
に
あ
っ
た
。

　

参
加
す
る
歌
人
は
左
方
三
名
、
右
方
四
名
で
併
せ
て
七
名
で
あ
る
。

　

興
風
は
、
京
家
道
成
男
。﹃
歌
経
標
式
﹄
の
作
者
浜
成
の
曾
孫
に
当
た
る
。

昌
泰
三
年
に
相
模
掾
と
な
る
が
、﹃
古
今
和
歌
集
目
録
﹄
の
割
注
に
﹁
銅
（
マ
マ
）院

皇
后
宮
当
年
給
﹂
と
あ
り
、
宇
多
の
生
母
で
あ
る
洞
院
后
班
子
と
の
関
係
が

う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
延
喜
二
年
に
治
部
少
丞
、
延
喜
四
年
に
上
野
権

大
掾
、
延
喜
十
四
年
に
下
総
権
大
掾
を
歴
任
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
歌
歴

は
、
寛
平
三
年
の
高
子
五
十
賀
屏
風
へ
の
詠
進
が
早
く
、
そ
の
後
、
是
貞
親

王
家
歌
合
、
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
、
亭
子
院
女
郎
花
合
、
亭
子
院
歌
合
な
ど

に
出
詠
し
、
宇
多
周
辺
で
の
詠
進
が
目
立
つ
。
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季
縄
は
、
南
家
千
乗
男
。
鷹
狩
の
名
手
で
交
野
の
少
将
と
も
称
さ
れ
、
宇

多
に
よ
る
昌
泰
元
年
の
宮
滝
御
幸
に
も
供
奉
す
る
。
和
歌
事
績
は
少
な
い

が
、﹃
伊
勢
集
﹄
に
、

京
極
院
に
亭
子
帝
お
は
し
ま
し
て
花
の
宴
せ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
ま

ゐ
れ
と
お
ほ
せ
ら
る
れ
ば
、
見
に
ま
ゐ
れ
り
。
池
に
花
散
れ
り

年
ご
と
に
花
の
鏡
と
な
る
水
は
ち
り
か
か
る
を
や
く
も
る
と
い
ふ
ら
ん

 

︵
九
七
︶

春
ご
と
に
流
る
る
水
を
花
と
見
て
折
ら
れ
ぬ
浪
に
袖
や
ぬ
る
ら
ん

 

︵
九
八
︶

又
の
日

今
日
ま
で
は
な
が
れ
い
で
ぬ
を
水
上
の
花
は
昨
日
や
ち
り
は
て
に
け
む

 

︵
九
九
︶

か
へ
し
、
季
縄

桜
花
ひ
と
さ
か
り
な
る
も
の
な
れ
ば
な
が
れ
て
み
え
ず
な
る
に
ざ
る
べ

き 
︵
一
〇
〇
︶

と
あ
り
、
宇
多
が
京
極
院
へ
花
見
に
訪
れ
た
翌
日
、
伊
勢
と
贈
答
を
し
て
い

る
。
九
七
番
歌
、
九
八
番
歌
は
﹃
古
今
集
﹄
に
も
と
ら
れ
て
お
りＢ
、
延
喜
五

年
以
前
の
や
り
と
り
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
い
つ
頃
出
仕
し
た
の
か
は
不
明

だ
が
、
娘
の
右
近
が
醍
醐
の
妃
の
穏
子
の
下
に
仕
え
て
い
るＣ
。

　

是
則
は
、
好
蔭
男
。
延
喜
八
年
正
月
に
大
和
権
少
掾
、
同
年
八
月
に
大
和

権
掾
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
大
和
権
少
掾
に
関
し
て
は
、﹃
三
十
六
人
歌
仙

伝
﹄
に
﹁
御
書
所
﹂
と
あ
り
、
御
書
所
労
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
るＤ
。
そ

の
後
、
延
喜
十
二
年
に
少
監
物
と
な
り
京
官
に
移
る
。
以
降
、
中
監
物
、
少

内
記
、
大
内
記
を
経
て
、
延
長
二
年
、
従
五
位
下
加
賀
介
に
至
る
。
歌
歴
は
、

当
該
屏
風
の
ほ
か
、
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
、
大
井
川
行
幸
和
歌
、
亭
子
院
歌

合
な
ど
宇
多
周
辺
で
の
事
績
が
多
い
。
一
方
で
、
定
国
四
十
賀
屏
風
に
も
詠

進
し
て
お
り
、
醍
醐
周
辺
で
の
事
績
も
あ
る
。

　

兼
輔
は
、
北
家
利
基
男
。
い
と
こ
の
胤
子
が
醍
醐
の
生
母
で
あ
っ
た
縁
で

昇
進
し
、
醍
醐
の
即
位
と
と
も
に
昇
殿
を
聴
さ
れ
る
。
延
喜
二
年
に
叙
爵
、

同
九
年
に
五
位
蔵
人
、
同
十
七
年
に
蔵
人
頭
に
な
る
な
ど
、
醍
醐
に
親
近
す

る
。
そ
の
後
、
延
喜
二
十
一
年
に
参
議
至
る
。
晴
儀
へ
の
詠
進
で
は
、
当
該

菊
合
の
翌
日
に
開
催
さ
れ
た
満
子
四
十
賀
屏
風
に
一
首
詠
進
し
て
い
る
。

　

伊
衡
は
、
南
家
敏
行
男
。
父
敏
行
が
宇
多
朝
に
お
い
て
蔵
人
頭
・
東
宮
亮

を
務
め
、
宇
多
・
醍
醐
と
の
関
係
が
深
い
。
伊
衡
の
最
初
の
任
官
で
あ
る
右

兵
衛
少
将
は
、﹃
公
卿
補
任
﹄
に
拠
れ
ば
﹁
前
坊
帯
刀
労
﹂
に
拠
る
と
あ
る
。

﹁
前
坊
﹂
と
は
醍
醐
を
指
し
、
醍
醐
の
即
位
前
か
ら
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
延
喜
八
年
に
は
蔵
人
に
な
り
、
翌
延
喜
九
年
に

は
昇
殿
を
聴
さ
れ
、
近
臣
と
し
て
醍
醐
に
仕
え
て
い
る
。
和
歌
事
績
は
当
該

菊
合
の
ほ
か
、
大
井
川
行
幸
和
歌
が
は
や
く
、
歌
作
を
は
じ
め
る
の
は
さ
ほ

ど
早
く
は
な
い
よ
う
で
あ
るＥ
。
ま
た
、
躬
恒
・
忠
岑
と
の
問
答
歌
は
年
次
未

詳
だ
が
、
忠
岑
は
延
喜
十
年
以
前
に
歿
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
るＦ
か
ら
、
当

該
菊
合
に
先
行
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

貫
之
は
、﹃
古
今
集
﹄
編
纂
時
点
で
は
御
書
所
預
で
、
そ
の
後
は
延
喜
六

年
に
越
前
権
少
掾
、
延
喜
七
年
に
内
膳
典
膳
、
延
喜
十
年
に
少
内
記
、
延
喜

十
三
年
に
大
内
記
に
な
っ
て
い
る
。
歌
歴
は
、
是
貞
親
王
家
歌
合
・
寛
平
御

時
后
宮
歌
合
か
ら
活
動
を
は
じ
め
、
昌
泰
元
年
亭
子
院
女
郎
花
合
に
出
詠
す

る
な
ど
、
宇
多
周
辺
で
歌
歴
を
積
む
。﹃
古
今
集
﹄
編
纂
前
後
か
ら
、
延
喜

五
年
の
定
国
四
十
賀
屏
風
、
延
喜
六
年
の
内
裏
月
次
屏
風
、
延
喜
十
三
年
の
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満
子
四
十
賀
屏
風
な
ど
、
醍
醐
周
辺
で
の
歌
歴
も
多
く
な
る
。

　

躬
恒
の
本
格
的
活
動
は
、
昌
泰
元
年
の
亭
子
院
女
郎
花
合
に
は
じ
ま
りＧ
、

以
降
大
井
川
行
幸
和
歌
、
亭
子
院
歌
合
、
京
極
御
息
所
歌
合
な
ど
、
宇
多
周

辺
を
中
心
に
活
動
す
る
。
し
か
し
、
官
途
は
不
遇
で
あ
り
、﹃
後
撰
集
﹄
雑

二
に
、

も
と
よ
り
友
だ
ち
に
侍
り
け
れ
ば
、
貫
之
に
あ
ひ
か
た
ら
ひ
て
、

兼
輔
朝
臣
の
家
に
名
づ
き
を
つ
た
へ
さ
せ
侍
り
け
る
に
、
そ
の
名

づ
き
に
く
は
へ
て
貫
之
に
お
く
り
け
る 

躬
恒　

人
に
つ
く
た
よ
り
だ
に
な
し
お
ほ
あ
ら
き
の
も
り
の
し
た
な
る
草
の
身

な
れ
ば 

︵
一
一
八
六
︶

と
あ
り
、
あ
る
段
階
で
兼
輔
の
庇
護
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
に

つ
い
て
、
藤
岡
忠
美
は
躬
恒
が
和
泉
権
掾
の
任
を
終
え
た
延
喜
十
五
年
以
降

と
す
るＨ
。
兼
輔
の
官
歴
か
ら
し
て
も
妥
当
だ
ろ
う
。
当
該
菊
合
へ
の
詠
進
は

兼
輔
か
あ
る
い
は
伊
衡
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
ほ
か
、
十
二
月
九
日
に
行
わ
れ
た
負
態
に
、
醍
醐
・
定
方
の
ほ
か
、

藤
原
清
貫
が
参
加
し
て
い
る
。
清
貫
は
、
南
家
豊
成
流
保
則
男
で
あ
る
。
保

則
は
地
方
官
と
し
て
の
手
腕
を
買
わ
れ
、
宇
多
の
信
任
を
得
て
昇
進
を
重

ね
、
参
議
ま
で
昇
る
。
清
貫
は
父
と
同
様
、
地
方
官
か
ら
官
歴
を
は
じ
め
、

醍
醐
の
即
位
と
と
も
に
六
位
蔵
人
と
な
る
。
延
喜
九
年
に
蔵
人
頭
、
延
喜
十

年
に
参
議
に
至
る
。
醍
醐
の
近
臣
と
し
て
官
歴
を
重
ね
て
い
る
。

　

当
該
菊
合
の
参
加
者
は
定
方
、
兼
輔
、
伊
衡
及
び
後
日
の
負
態
に
参
加
し

た
清
貫
ら
昇
殿
を
聴
さ
れ
た
醍
醐
の
近
臣
た
ち
と
、
興
風
、
季
縄
、
是
則
、

貫
之
、
躬
恒
ら
身
分
の
低
い
歌
人
た
ち
で
構
成
さ
れ
る
。
前
者
は
醍
醐
か
ら

直
接
参
加
を
要
請
さ
れ
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
が
、
後
者
は
醍
醐
の
直
接
の
要

請
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
定
方
な
い
し
兼
輔
の
要
請
に
よ
る
も
の
な
の
か
は

判
然
と
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
醍
醐
を
中
心
と
し
た
文
化
圏
に
属
し
て

い
る
人
々
と
い
え
よ
う
。
こ
の
人
員
構
成
は
寛
平
菊
合
の
参
加
者
の
構
成
と

通
う
も
の
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
右
の
参
加
者
は
、
翌
日
に
行
わ
れ
る
醍
醐
主
催
の
藤
原
満
子
四

十
賀
と
主
要
な
人
物
が
重
な
るＩ
。﹃
西
宮
記
﹄
に
拠
れ
ば
、
満
子
四
十
賀
に

は
、
主
催
者
の
醍
醐
、
受
賀
者
の
満
子
の
ほ
か
、
醍
醐
の
同
母
弟
の
敦
慶
・

敦
固
、
満
子
の
弟
の
定
方
、
醍
醐
の
息
の
克
明
が
参
加
す
る
。
宴
席
の
途
中

で
、
歌
人
と
し
て
藤
原
兼
茂
と
伊
衡
が
召
さ
れ
、
さ
ら
に
特
別
に
清
貫
を
召

し
て
い
る
。
ま
た
、
賀
宴
の
た
め
に
製
作
さ
れ
た
屏
風
に
は
、
兼
輔
・
貫
之
・

躬
恒
・
伊
勢
が
詠
進
し
て
い
る
。
当
該
菊
合
と
は
、
醍
醐
の
近
臣
た
ち
の
中

で
は
、
定
方
・
清
貫
・
伊
衡
・
兼
輔
が
重
な
り
、
歌
人
で
も
貫
之
と
躬
恒
が

重
な
っ
て
い
る
。
寛
平
菊
合
が
宇
多
に
親
近
し
た
人
物
を
集
め
て
い
た
の
と

同
様
に
、
当
該
菊
合
に
お
い
て
は
醍
醐
に
親
近
し
た
人
物
が
集
め
ら
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

四
、
開
催
場
所

　

前
節
で
確
認
し
た
人
員
の
下
、
延
喜
十
三
年
に
醍
醐
の
主
催
す
る
菊
合
が

行
わ
れ
る
。
菊
合
の
次
第
は
、﹃
延
喜
御
記
﹄
の
逸
文
と
も
い
わ
れ
る
菊
合

の
序
文Ｊ
に
、

延
喜
十
三
年
十
月
十
三
日
辛
巳
、
此
日
仰
殿
上
侍
臣
、
令
献
菊
花
各
一

本
分
一
二
番
相
角
勝
劣
賭
。
申
刻
各
方
領
花
参
入
︿
一
番
自
仙
華
門
入
、

二
番
自
滝
口
入
﹀。
次
第
進
花
立
庭
中
︿
一
番
種
花
以
石
洲
形
、
二
番

栽
火
桶
、
各
蔵
人
所
二
人
取
立
御
前
﹀。
左
衛
門
督
藤
原
朝
臣
定
方
侍
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御
前
伝
仰
勝
負
。
惣
十
番
、
一
番
勝
二
籌
、
即
勝
方
庭
中
拝
舞
、
選
所

進
菊
菊
中
各
四
本
、
栽
西
方
小
庭
。

十
二
月
九
日
、
二
番
侍
臣
献
負
物
︿
菊
時
負
物
也
。
此
物
於
射
庭
可
献

而
直
献
違
失
也
﹀。
入
夜
出
侍
所
、
左
衛
門
督
定
方
、
権
中
納
言
清
貫

侍
之
飲
酒
。

と
あ
る
。
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
一
番
方
は
南
庭
側
の
仙
華
門
、
二
番
方

は
後
宮
側
の
滝
口
か
ら
領
花
を
参
入
さ
せ
る
。
従
っ
て
、
会
場
は
清
涼
殿
と

仁
寿
殿
の
間
に
あ
る
清
涼
殿
東
庭
で
あ
る
。
州
浜
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
蔵
人
二

人
が
天
皇
の
御
前
に
取
り
立
て
た
と
あ
る
か
ら
、
か
な
り
の
大
き
さ
を
持
っ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
醍
醐
自
身
は
庭
中
に
は
降
り
ず
、
清
涼
殿
の
東
廂
に

座
し
た
だ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。
州
浜
を
製
作
す
る
こ
と
は
寛
平
菊
合
を

襲
っ
た
も
の
で
あ
る
。
寛
平
菊
合
の
開
催
場
所
を
清
涼
殿
東
庭
と
み
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
当
該
菊
合
は
そ
れ
を
も
踏
襲
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

菊
合
が
催
行
さ
れ
た
清
涼
殿
東
庭
は
、
古
瀬
奈
津
子
に
よ
り
宇
多
朝
か
ら

醍
醐
朝
に
か
け
て
の
時
期
に
変
質
す
る
空
間
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
るＫ
。

ま
た
、
滝
川
幸
司
は
、﹁
晴
の
場
で
あ
る
清
涼
殿
東
に
和
歌
が
存
在
﹂
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
和
歌
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
﹁
菊
に
付
随
﹂
す
る
こ
と
と

分
か
ち
が
た
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
るＬ
。
だ
が
、
菊
合
と
い
う
事
績
も
清
涼

殿
東
庭
と
い
う
空
間
の
変
質
と
不
可
分
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
古
瀬
の
説
を
確

認
し
つ
つ
、
菊
合
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

古
瀬
は
朝
賀
と
小
朝
拝
と
い
う
二
つ
の
行
事
に
着
目
し
、
朝
賀
は
朝
堂
院

で
行
わ
れ
る
律
令
国
家
機
構
を
象
徴
す
る
儀
式
で
あ
り
、
小
朝
拝
は
清
涼
殿

東
庭
で
行
わ
れ
る
天
皇
と
私
的
関
係
に
あ
る
政
治
機
構
を
象
徴
す
る
儀
式
で

あ
る
と
説
くＭ
。

　

小
朝
拝
が
公
的
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
る
契
機
は
宇
多
朝
に
あ
っ
た
が
、

定
着
す
る
に
は
時
間
が
か
か
っ
た
。﹃
西
宮
記
﹄
小
朝
拝
条
に
、

延
喜
五
年
正
月
一
日
、
是
日
有
定
、
止
小
朝
拝
。︿
仰
曰
、
覧
昔
史
書
、

王
者
無
私
。
此
事
是
私
礼
也
云
々
。﹀

と
あ
りＮ
、
醍
醐
は
小
朝
拝
を
私
礼
と
見
做
し
、
儀
礼
を
廃
止
し
て
い
る
。
し

か
し
、
同
じ
く
﹃
西
宮
記
﹄
小
朝
拝
条
に
﹁
同〔
延
喜
〕十
九
年
正
月
一
日
、
大〔
忠
平
〕臣
依

申
有
小
朝
拝
﹂
と
あ
り
、
延
喜
十
九
年
に
忠
平
の
要
請
に
よ
り
小
朝
拝
が
復

活
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
き
古
瀬
は
﹁
天
皇
と
の
私
的
な
関
係
に
よ
っ
て
成

立
し
て
い
る
摂
関
側
が
小
朝
拝
を
望
ん
で
い
る
の
は
象
徴
的
で
あ
る
﹂
と
す

るＯ
。
つ
ま
り
、
私
的
な
関
係
と
な
る
部
分
に
お
い
て
も
公
的
な
要
素
が
浸
食

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
醍
醐
朝
は
清
涼
殿
東
庭
が
、
私
的
な
も
の
か
ら
公
的

な
も
の
へ
と
変
質
を
開
始
す
る
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

延
喜
年
間
は
史
料
数
が
少
な
い
時
期
で
あ
る
が
、
延
喜
十
三
年
の
記
事
を

拾
う
と
、﹃
日
本
紀
略
﹄
正
月
一
日
条
﹁
天
皇
幸
大
極
殿
受
朝
賀
。
還
宮
宴

会
﹂、
同
正
月
十
二
日
条
﹁
所
司
依
例
進
卯
杖
。
依
雨
不
御
南
殿
。
付
内
侍

所
﹂、
同
正
月
十
六
日
条
﹁
御
南
殿
。
女
踏
歌
也
﹂、
同
八
月
九
日
条
﹁
出
御

南
殿
。
依
釈
奠
論
議
也
﹂
と
あ
り
、
公
儀
は
清
涼
殿
で
は
な
く
南
殿
す
な
わ

ち
紫
宸
殿
で
行
わ
れ
る
。
ま
た
﹃
日
本
紀
略
﹄
延
喜
十
二
年
正
月
二
十
一
日

の
内
宴
の
記
事
で
は
﹁
於
仁
寿
殿
被
行
之
﹂
と
あ
り
、
漢
詩
文
を
伴
う
行
事

も
清
涼
殿
で
は
行
わ
れ
な
いＰ
。
延
喜
十
三
年
に
お
け
る
清
涼
殿
東
庭
は
、
醍

醐
の
認
識
に
よ
る
か
ぎ
り
、
私
的
な
場
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

一
方
、
清
涼
殿
東
庭
の
公
的
性
質
を
説
く
滝
川
は
、
天
暦
年
間
の
事
例
を

軸
に
立
論
し
て
い
る
。
天
暦
菊
合
は
当
該
菊
合
を
先
蹤
と
し
て
催
行
し
て
お

り
、
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
天
暦
菊
合
に
つ
い
て
﹃
九
暦
﹄
に
は
、
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天
暦
七
年
十
月
二
十
八
日
、
殿
上
侍
臣
左
右
相
分
、
各
献
残
菊
三
本
︵
中

略
︶
午
剋
蔵
人
頭
有
相
蒙
仰
召
遣
式〔
重
明
〕部
卿
親
王
・
左
右
大
臣
、︿
式
部

親
王
・
左〔
実
頼
〕大
臣
家
遣
所
衆
、
下
官
候
東
宮
、
蔵
人
安
親
来
告
召
由
之
﹀

未
剋
着
左
近
陣
座
。
申
二
剋
蔵
人
右
衛
門
尉
藤
原
茂
樹
来
陣
頭
、
召
上

達
部
、
下〔
師
輔
〕官
・
大
納
言
藤
原
顕
忠
・
源
高
明
・
中
納
言
藤
原
師
尹
・
参

議
同
師
氏
等
起
座
参
上
︵
中
略
︶
Ａ
主
上
御
座
在
清
涼
殿
東
孫
廂
南
第

三
間
︵
中
略
︶
又
仰
云
、
去
延
喜
十
三
年
侍
臣
献
菊
、
彼
日
只
左
衛
門

督
藤
原
朝
臣
一
人
候
。
仍
不
相
分
左
右
。
Ｂ
至
今
日
数
人
既
候
。
可
相

分
者
。
下
官
・
大
納
言
源
朝
臣
・
参
議
師
氏
朝
臣
三
人
為
左
方
。
大
納

言
藤
原
朝
臣
・
左
衛
門
督
藤
原
朝
臣
二
人
為
右
方
。︵
以
下
略
︶

と
あ
るＱ
。
傍
線
部
Ａ
の
よ
う
に
、
天
皇
の
座
を
清
涼
殿
の
東
廂
に
設
け
て
い

る
こ
と
か
ら
、
会
場
が
清
涼
殿
東
庭
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
傍
線
部
Ｂ

の
よ
う
に
、
天
暦
菊
合
で
は
、
多
く
の
公
卿
が
参
仕
し
て
お
り
、
左
右
に
分

け
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
参
仕
の
要
請
の
あ
っ
た
も
の
ま
で
含
め
れ

ば
、
村
上
の
異
母
兄
の
重
明
や
同
じ
く
異
母
兄
で
一
世
源
氏
の
高
明
、
時
平

男
の
顕
忠
、
忠
平
男
で
順
子
を
母
と
す
る
実
頼
と
昭
子
を
母
と
す
る
師
輔
・

師
尹
・
師
氏
と
六
人
の
公
卿
を
召
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
す
で
に
師
輔
女
安

子
腹
の
憲
平
が
立
太
子
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
公
卿
た
ち
を
偏
り

な
く
召
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
結
局
、
重
明
は
遅
参
、
実
頼
は
不
参
で
あ

る
が
、
中
納
言
以
上
の
公
卿
で
参
仕
し
な
か
っ
た
の
は
実
頼
の
ほ
か
は
北
家

魚
名
流
の
在
衡
だ
け
で
、
廟
堂
を
主
導
し
う
る
公
卿
は
ほ
ぼ
顔
を
そ
ろ
え
て

い
る
。
公
的
な
性
質
を
備
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
人
員
構
成
は
、
天
皇
の
近
臣
を
集
め
て
い
た
当
該
菊
合
や
寛
平

菊
合
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
裏
返
せ
ば
、
寛
平
・
延
喜
両
度
の
菊
合

と
天
暦
菊
合
で
は
性
質
が
異
な
る
と
い
え
る
。
そ
の
要
因
は
開
催
場
所
で
あ

る
清
涼
殿
東
庭
と
い
う
空
間
の
変
質
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
先
述
の
と
お
り
醍

醐
は
清
涼
殿
東
庭
で
行
う
小
朝
拝
を
私
礼
と
見
做
し
て
お
り
、
空
間
と
し
て

も
同
様
に
捉
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
当
該
菊
合
の
参
加
者
や
ほ
か
の
儀
礼

の
開
催
状
況
と
も
矛
盾
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
天
暦
菊
合
は
そ
の
参
加
者

か
ら
み
て
公
的
性
質
を
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

醍
醐
と
村
上
、
あ
る
い
は
、
醍
醐
朝
と
村
上
朝
の
間
で
、
清
涼
殿
東
庭
の
性

質
に
対
す
る
公
私
の
認
識
の
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
が
菊
合
と
い
う
行
事
そ
の

も
の
の
性
質
に
も
差
異
を
生
み
出
す
根
底
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

畢
竟
、
当
該
菊
合
は
主
宰
者
で
あ
る
醍
醐
の
認
識
に
よ
る
か
ぎ
り
、
私
的

な
行
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五
、
和
歌
表
現

　

本
節
で
は
、
当
該
菊
合
の
和
歌
表
現
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
検
討
に
当
た

り
、
先
蹤
と
な
る
寛
平
菊
合
の
和
歌
表
現
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

寛
平
菊
合
で
は
、
左
右
で
異
な
る
州
浜
を
用
い
て
お
り
、
中
村
佳
文
は
詠
進

歌
の
作
風
も
左
右
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
中
村
に
よ
れ

ば
、
左
方
は
、

実
景
で
は
な
く
人
工
的
に
造
形
さ
れ
た
自
然
を
対
象
と
し
て
︵
中
略
︶

様
々
な
詠
歌
方
法
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
を
模
索
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。

と
し
、
州
浜
を
基
に
詠
進
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
るＲ
。
右
方
は
、

重
陽
宴
を
中
心
と
し
た
︵
中
略
︶
漢
籍
故
事
の
総
体
を
素
材
と
し
て
、

そ
れ
を
一
首
一
首
の
和
歌
表
現
に
翻
案
す
る
こ
と
を
試
み
た
和
歌
群
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と
し
て
い
るＳ
。
こ
の
よ
う
に
、
寛
平
菊
合
の
菊
花
詠
は
、
州
浜
に
大
き
く
依

存
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
寛
平
年
間
に
複
数
回
開
催
さ
れ
る

残
菊
宴
で
は
漢
詩
も
製
作
さ
れ
て
お
りＴ
、
そ
の
表
現
を
摂
取
し
て
い
る
か
否

か
も
問
題
と
な
る
。

　

当
該
菊
合
の
菊
花
詠
は
、
右
の
宇
多
朝
に
お
け
る
事
績
を
踏
ま
え
て
ど
の

よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
当
該
菊
合
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
徳

植
俊
之
の
言
及
が
あ
り
、﹁
移
ろ
ふ
菊
﹂
と
い
う
残
菊
の
表
現
、﹁
今
日
﹂
や

﹁
今
宵
﹂
と
い
っ
た
現
在
時
表
現
に
着
目
す
るＵ
。
こ
う
し
た
点
に
も
留
意
し

つ
つ
、
表
現
の
検
討
を
し
た
い
。
次
に
詠
進
歌
を
掲
げ
る
。
当
該
菊
合
の
歌

は
、
番
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
左
右
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
左
方

は
、

散
り
は
て
て
花
な
き
と
き
の
花
な
れ
ば
う
つ
ろ
ふ
色
の
を
し
く
も
あ
る

か
な 

︵
一
・
興
風
︶

白
雲
の
上
に
し
う
つ
る
菊
な
れ
ば
い
た
く
を
に
ほ
へ
花
と
み
る
べ
く

 
︵
二
・
季
縄
︶

秋
す
ぎ
て
花
ざ
か
り
な
る
菊
の
花
色
に
た
ぐ
ひ
て
秋
や
か
へ
れ
る

 

︵
三
・
季
縄
︶

波
と
の
み
う
ち
こ
そ
み
ゆ
れ
住
の
江
の
岸
に
残
れ
る
白
菊
の
花

 

︵
四
・
是
則
︶

わ
ぎ
も
こ
が
ひ
も
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
菊
な
れ
ば
あ
か
ず
ぞ
花
の
色
は
み
え
け

る 

︵
五
・
是
則
︶

菊
の
花
冬
の
野
風
に
散
り
も
せ
で
今
日
ま
で
と
て
や
霜
は
お
く
ら
ん

 

︵
六
・
是
則
︶

か
げ
さ
へ
や
今
宵
は
に
ほ
ふ
菊
の
花
あ
ま
て
る
月
に
香
の
そ
は
る
ら
ん

 

︵
七
・
是
則
︶

で
あ
る
。
右
方
は
、

今
日
ひ
き
て
雲
居
に
う
つ
す
菊
の
花
あ
ま
つ
星
と
や
あ
す
か
ら
は
み
ん

 

︵
八
・
兼
輔
︶

あ
た
ら
し
き
も
の
に
ざ
り
け
る
神
無
月
時
雨
ふ
り
に
し
色
に
は
あ
れ
ど

も 

︵
九
・
兼
輔
︶

ひ
と
く
さ
に
さ
け
ば
か
ひ
な
し
百
敷
に
う
つ
り
て
の
ち
は
色
か
ふ
な
君

 

︵
一
〇
・
伊
衡
︶

う
つ
ろ
ふ
と
み
ゆ
る
も
の
か
ら
菊
の
花
さ
け
り
し
枝
ぞ
か
は
ら
ざ
り
け

る 

︵
一
一
・
貫
之
︶

菊
の
花
濃
き
も
う
す
き
も
今
ま
で
に
霜
の
お
か
ず
ば
色
を
み
ま
し
や

 

︵
一
二
・
躬
恒
︶

初
時
雨
ふ
り
そ
め
し
よ
り
菊
の
花
こ
か
り
し
枝
ぞ
ま
た
そ
は
り
け
る

 

︵
一
三
・
躬
恒
︶

も
と
よ
り
の
色
に
は
あ
れ
ど
菊
の
花
か
た
へ
は
う
つ
す
と
こ
ろ
が
ら
か

も 

︵
一
四
・
躬
恒
︶

で
あ
る
。
詠
歌
は
歌
人
ご
と
に
整
理
さ
れ
、
概
ね
歌
人
の
身
分
順
に
配
列
さ

れ
て
い
る
。
当
日
ど
の
歌
と
ど
の
歌
が
合
わ
せ
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ

も
そ
も
番
勝
負
で
あ
っ
た
の
か
も
詳
ら
か
で
は
な
い
。

　

表
現
と
し
て
は
、
菊
花
詠
が
漢
籍
を
受
容
し
て
成
立Ｖ
し
た
こ
と
も
あ
り
、

当
該
菊
合
で
も
そ
う
し
た
表
現
を
見
い
だ
せ
る
。
兼
輔
の
八
番
歌
の
菊
花
を

星
と
見
立
て
る
表
現
は
、
漢
籍
由
来
の
表
現
で
、
延
喜
七
年
の
大
井
川
行
幸

和
歌
の
貫
之
作
の
序
に
も
、﹁
菊
の
花
の
岸
に
の
こ
れ
る
を
空
な
る
星
と
お

ど
ろ
き
﹂
と
あ
りＷ
、
当
時
共
有
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
たＸ
。﹃
古
今
集
﹄
に
も
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収
め
ら
れ
る
先
掲
の
、

久
方
の
雲
の
う
へ
に
て
見
る
菊
は
あ
ま
つ
ほ
し
と
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る

 

︵
古
今
集
・
二
六
九
︶

に
も
み
え
る
。
兼
輔
の
八
番
歌
は
、﹁
雲
居
﹂﹁
あ
ま
つ
星
﹂
と
類
似
の
表
現

が
み
ら
れ
、
敏
行
歌
を
摂
取
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、

漢
籍
関
連
の
表
現
で
は
、
季
縄
の
三
番
歌
は
、﹁
菊
の
花
色
に
た
ぐ
ひ
て
秋

や
か
へ
れ
る
﹂
と
菊
花
の
白
い
色
に
類
す
る
も
の
と
し
て
秋
が
帰
っ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
、
と
陰
陽
五
行
の
白
秋
の
思
想
を
詠
む
。
白
秋
を
用
い
る
先
行

例
に
は
、

住
の
江
の
松
を
秋
風
吹
く
か
ら
に
声
う
ち
そ
ふ
る
沖
つ
白
浪

 

︵
古
今
集
・
賀
・
三
六
〇
︶

が
あ
り
、
住
吉
の
松
に
吹
く
秋0

風
と
そ
れ
に
対
応
し
て
立
つ
白0

波
を
詠
ん
で

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
菊
と
取
り
合
わ
せ
る
先
行
例
は
み
え
な
い
。

　

是
則
の
四
番
歌
は
、
菊
花
を
﹁
波
﹂
と
捉
え
る
。
こ
れ
は
、
寛
平
菊
合
で

詠
ま
れ
、﹃
古
今
集
﹄
に
も
入
集
す
る
、
道
真
の
、

秋
風
の
吹
き
あ
げ
に
た
て
る
白
菊
は
花
か
あ
ら
ぬ
か
浪
の
よ
す
る
か

 

︵
古
今
集
・
二
七
二
︶

が
先
蹤
と
な
る
。
中
村
は
漢
語
﹁
浪
花
﹂
か
ら
の
移
入
で
あ
る
と
指
摘
し
て

お
りＹ
、
こ
れ
も
漢
籍
由
来
の
表
現
と
い
え
る
。
一
方
、
是
則
の
四
番
歌
の
﹁
岸

に
残
れ
る
白
菊
の
花
﹂
と
い
う
表
現
に
関
し
て
、
和
田
律
子
は
先
掲
大
井
川

行
幸
和
歌
序
に
よ
る
も
の
と
指
摘
す
るＺ
。
漢
籍
表
現
の
摂
取
と
同
時
に
、
和

歌
の
文
脈
の
摂
取
も
同
時
に
行
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

当
該
菊
合
の
菊
花
詠
は
基
本
的
に
既
に
和
歌
に
移
入
さ
れ
た
表
現
の
枠
組

み
を
取
り
入
れ
た
も
の
が
多
く
、
季
縄
が
白
秋
を
用
い
る
も
の
の
、
後
代
に

は
踏
襲
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
方
で
、﹃
古
今
集
﹄
に
一
首
、
寛
平
菊
合
に
お

い
て
も
二
首
み
え
るａ
菊
水
伝
説
を
詠
む
歌
は
皆
無
で
あ
る
。
菊
水
伝
説
は
九

月
九
日
の
重
陽
節
と
深
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
十
月
の
残
菊
を
詠
む
当
該
菊

合
の
制
約
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
当
該
菊
合
の
表
現
的
特
性
は
ど
こ
に
み
い
だ
せ
る
の
か
。
傍
線
を

付
し
た
よ
う
に
﹁
白
雲
の
上
﹂﹁
雲
居
﹂﹁
百
敷
﹂﹁
う
つ
す
と
こ
ろ
が
ら
﹂

な
ど
、
菊
合
を
催
行
し
て
い
る
場
を
意
識
す
る
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
是
則
の
六
番
歌
は
﹁
冬
の
野
風
﹂
を
詠
む
が
、
冬
の
野
風
の
た
め
に
散

り
も
し
な
い
で
菊
合
を
行
う
今
日
ま
で
は
と
い
う
こ
と
で
霜
は
置
く
の
だ
ろ

う
か
、
と
や
は
り
菊
合
に
主
眼
が
あ
る
。
州
浜
の
世
界
に
拘
泥
し
て
い
た
寛

平
菊
合
と
は
異
な
り
、
歌
合
を
行
う
場
に
着
目
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が

あ
る
。
徳
植
の
指
摘
す
る
﹁
現
在
時
表
現
﹂
も
場
へ
の
注
目
と
し
て
理
解
で

き
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
詠
法
は
当
該
菊
合
に
よ
っ
て
新
た
に
模
索
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
掲
敏
行
歌
も
、﹁
久
方
の
雲
の
う
へ
﹂
と
殿
上
の

場
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
物
合
の
場
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
昌
泰
元
年

の
亭
子
院
女
郎
花
合
で
の
作
に
、

あ
ら
か
ね
の
土
の
下
に
て
秋
へ
し
は
今
日
の
う
ら
て
を
待
つ
女
郎
花

 

︵
二
︶

秋
ご
と
に
さ
き
は
く
れ
ど
も
女
郎
花
今
日
を
待
つ
と
の
名
に
こ
そ
あ
り

け
れ 

︵
五
︶

君
に
よ
り
野
辺
を
は
な
れ
し
女
郎
花
お
な
じ
心
に
秋
を
と
ど
め
よ

 

︵
二
二
・
温
子
︶

と
い
っ
た
詠
作
が
み
ら
れ
る
。
二
番
歌
は
、
土
の
下
に
隠
れ
て
秋
を
経
た
の

は
今
日
の
う
ら
て
の
た
め
に
移
し
植
え
ら
れ
る
の
を
待
っ
て
い
た
女
郎
花
で
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あ
る
よ
、
と
女
郎
花
合
の
場
を
意
識
し
て
い
る
。
五
番
歌
も
、
秋
ご
と
に
咲

く
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
女
郎
花
は
今
日
の
女
郎
花
合
の
た
め
に
引
か
れ

る
の
を
待
つ
名
前
で
あ
っ
た
の
だ
な
あ
、
と
こ
れ
も
女
郎
花
合
の
意
識
し
て

い
る
。
ま
た
、
二
二
番
歌
は
温
子
の
詠
作
で
あ
り
、
主
催
者
で
あ
る
あ
な
た

に
よ
っ
て
野
辺
を
離
れ
た
女
郎
花
は
野
辺
に
あ
っ
た
時
と
同
じ
心
で
秋
を
引

き
留
め
て
お
く
れ
、
と
こ
れ
も
女
郎
花
合
の
場
に
着
目
し
て
い
る
。

　

亭
子
院
女
郎
花
合
は
宇
多
を
中
心
に
そ
の
近
臣
た
ち
を
集
め
た
も
の
でｂ
、

人
員
構
成
に
お
い
て
当
該
菊
合
に
通
じ
る
。
関
係
の
深
い
も
の
た
ち
を
集
め

た
行
事
で
は
場
の
共
有
を
通
し
て
参
加
者
の
紐
帯
を
確
認
す
る
こ
と
に
意
義

が
あ
り
、
そ
う
し
た
意
識
が
和
歌
の
表
現
に
も
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

当
該
菊
合
も
醍
醐
と
近
臣
た
ち
に
よ
っ
て
場
の
共
有
が
な
さ
れ
て
い
る
。
和

歌
表
現
に
お
い
て
も
そ
れ
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
残
菊
を
詠
む
表
現
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
十
月
開
催
の
菊
合
ゆ

え
、
菊
花
の
色
を
詠
み
込
む
も
の
が
大
半
を
占
め
る
。
直
接
的
な
表
現
を
含

む
も
の
は
四
角
で
囲
ん
だ
。
そ
の
ほ
か
、
二
番
歌
も
直
接
的
な
用
語
は
な
い

も
の
の
、
白
菊
が
白
雲
の
上
に
移
る
こ
と
で
、
視
覚
的
に
見
分
け
が
つ
か
な

く
な
る
の
で
、
も
っ
と
香
り
を
立
て
て
ほ
し
い
と
し
、
菊
の
色
を
利
用
し
た

歌
で
あ
り
、
出
詠
歌
の
大
多
数
が
菊
花
の
色
を
題
材
と
し
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
変
色
に
関
す
る
作
に
絞
っ
て
も
、
一
、
九
、
一
一
、
一
二
、
一
三
、

一
四
と
六
首
あ
り
、
半
数
近
く
を
占
め
る
。
菊
の
変
色
を
詠
む
歌
で
当
該
菊

合
以
前
の
歌
で
確
認
で
き
る
も
の
は
、
寛
平
菊
合
の
深
日
の
浦
の
州
浜
に
付

け
ら
れ
た
、

今
日
今
日
と
霜
お
き
ま
さ
る
冬
た
た
ば
花
う
つ
ろ
ふ
と
う
ら
み
に
ゆ
か

む 

︵
七
︶

が
早
く
、﹃
古
今
集
﹄
秋
下
の
菊
歌
群
に
も
、

是
貞
親
王
家
の
歌
合
の
歌 

よ
み
人
し
ら
ず　

色
か
は
る
秋
の
菊
を
ば
一
年
に
ふ
た
た
び
に
ほ
ふ
花
と
こ
そ
見
れ

 

︵
二
七
八
︶

仁
和
寺
に
菊
の
花
召
し
け
る
時
に
歌
そ
へ
て
た
て
ま
つ
れ
と
お
ほ

せ
ら
れ
け
れ
ば
、
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る 

平
定
文　

秋
を
お
き
て
時
こ
そ
あ
り
け
れ
菊
の
花
う
つ
ろ
ふ
か
ら
に
色
の
ま
さ
れ

ば 

︵
二
七
九
︶

人
の
家
な
り
け
る
菊
の
花
を
う
つ
し
う
ゑ
た
り
け
る
を
よ
め
る

 

貫
之　

さ
き
そ
め
し
宿
し
か
は
れ
ば
菊
の
花
色
さ
へ
に
こ
そ
う
つ
ろ
ひ
に
け
れ

 

︵
二
八
〇
︶

の
三
首
が
み
え
る
。
し
か
し
、
表
現
に
お
い
て
は
、
四
首
中
三
首
が
﹁
う
つ

ろ
ふ
﹂
と
使
っ
て
お
り
、﹃
古
今
集
﹄
二
七
八
番
歌
だ
け
は
﹁
か
は
る
﹂
と

表
現
す
る
も
の
の
、
表
現
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
広
い
と
は
い
え
な
い
。
ま

た
、﹃
古
今
集
﹄
に
お
い
て
は
、
明
確
に
残
菊
を
題
材
と
す
る
歌
は
な
く
、

十
月
の
菊
を
詠
む
試
み
自
体
が
、﹃
古
今
集
﹄
的
な
世
界
か
ら
の
発
展
と
理

解
で
き
る
。
実
際
の
表
現
に
お
い
て
も
、
当
該
菊
合
で
は
、﹁
ふ
り
に
し
色
﹂

﹁
濃
き
も
う
す
き
も
﹂﹁
こ
か
り
し
枝
﹂﹁
も
と
よ
り
の
色
﹂
と
さ
ま
ざ
ま
に

表
現
さ
れ
て
い
る
。
残
菊
と
い
う
題
材
は
漢
詩
文
、
特
に
道
真
の
詩
作
が
際

立
つ
と
さ
れ
るｃ
。
し
か
し
、﹃
菅
家
文
草
﹄
所
載
の
漢
詩
句
の
表
現
を
追
っ

て
み
るｄ
と
、

残
色
菊
花
周

残
色
、
菊
花
に
周
し
︵
残
菊
詩
・
三
︶
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残
菊
小
籬
間

残
菊
、
小
さ
き
籬
の
間
に
あ
り
︵
晩
秋
二
十
詠
・
残
菊
・
一
五
三
︶

菊
過
重
陽
似
失
時

菊
は
重
陽
を
過
ぎ
、時
を
失
ひ
た
る
に
似
た
り
︵
路
辺
残
菊
・
二
七
一
︶

寒
鞭
打
後
菊
叢
孤

寒
き
鞭
打
ち
て
後
、
菊
の
叢
孤
た
り

 

︵
惜
残
菊
、
各
分
一
字
応
製
・
三
五
六
︶

月
初
破
却
菊
纔
残

月
初
め
て
破
却
し
菊
花
纔
に
残
れ
り
︵
対
残
菊
待
寒
月
・
四
五
一
︶

と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
色
に
触
れ
変
色
を
題
材
と
す
る
も
の
は
貞
観
二
年
の

三
だ
け
で
、
仁
和
年
間
以
降
の
一
五
三
～
四
五
一
に
は
僅
か
に
残
っ
た
菊
を

詠
じ
て
い
る
が
、
色
に
関
す
る
表
現
は
み
え
な
い
。
残
色
を
詠
む
三
で
も
、

和
歌
で
変
色
を
い
う
﹁
う
つ
ろ
ふ
﹂
な
ど
の
表
現
も
な
い
。
そ
の
ほ
か
、﹃
雑

言
奉
和
﹄
に
詩
作
の
残
る
寛
平
元
年
の
詩
句
の
う
ち
、
菊
の
変
色
を
詠
む
表

現
を
抜
く
と
、

白
露
凝
赤
粉　

丹
霜
染
素
絲

白
露
赤
粉
に
凝な

り　

丹
霜
素
絲
を
染
む
︵
小
野
滋
陰
︶

可
惜
黄
花
変
紫
稀

惜
し
む
べ
き
、
黄
花
の
紫
に
変
ず
る
が
稀
な
る
を
︵
藤
原
滋
実
︶

孤
叢
白
映
流
光
日　

数
片
紅
逢
殺
色
霜

孤
叢
、
白
く
映
り
て
光
日
に
流
る　

数
片
、
紅
に
逢
ひ
て
色
霜
を

殺を
か

す
︵
藤
原
有
頼
︶

と
い
っ
た
表
現
が
あ
るｅ
。
変
じ
る
前
後
の
色
を
用
い
て
視
覚
的
な
表
現
と

な
っ
て
い
る
。
変
色
の
表
現
と
し
て
も
、
滋
実
の
詩
に
あ
る
﹁
変
﹂
が
あ
る

だ
け
で
あ
り
、﹁
う
つ
ろ
ふ
﹂
と
い
う
表
現
自
体
が
和
歌
的
な
表
現
で
あ
る

と
い
え
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、
和
歌
に
お
い
て
独
自
と
い
う
意
味
で
は
、
兼
輔
の
八
番
歌

は
、
初
二
句
に
﹁
あ
た
ら
し
き
も
の
に
ざ
り
け
る
﹂
と
置
い
た
上
で
、
序
詞

を
用
い
て
﹁
時
雨
降
り
﹂
か
ら
﹁
古
り
に
し
色
﹂
と
転
じ
る
表
現
を
し
て
お

り
、
こ
と
ば
の
寄
せ
を
用
い
た
和
歌
的
な
一
首
で
あ
る
。
躬
恒
の
一
三
番
歌

も
、﹁
初
め
﹂
に
﹁
染
め
﹂
を
響
か
せ
る
こ
と
で
、﹁
こ
か
り
し
枝
﹂
の
縁
語

と
な
し
て
お
り
、
和
歌
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
全
体
を
通
し
て
も
、

﹁
白
菊
﹂
な
ど
菊
の
色
が
白
だ
と
表
現
す
る
も
の
は
あ
る
が
、
漢
詩
と
は
異

な
り
、
変
じ
た
後
の
色
に
つ
い
て
言
明
す
る
も
の
は
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
和

歌
表
現
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

　

菊
を
星
と
見
立
て
る
手
法
や
﹁
う
つ
ろ
ふ
﹂
な
ど
既
存
の
表
現
を
利
用
し

た
も
の
が
あ
る
一
方
、
白
秋
の
思
想
を
用
い
た
り
、﹁
ふ
り
に
し
色
﹂﹁
こ
か

り
し
枝
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
る
な
ど
、
新
た
な
表
現
も
模
索
し
て
い
る
。

そ
れ
は
十
月
の
開
催
の
菊
合
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
残
菊
詠
を
必
要
と

し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
当
該
菊
合
の
和
歌

史
的
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

六
、
結
語

　

本
稿
で
は
、
延
喜
十
三
年
内
裏
菊
合
を
取
り
上
げ
、
参
加
者
、
開
催
場
所
、

和
歌
表
現
、
史
的
意
義
を
検
討
し
た
。

　

先
蹤
と
な
る
寛
平
菊
合
は
、道
真
、素
性
、友
則
と
宇
多
の
近
臣
が
集
ま
っ

て
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
場
で
は
州
浜
も
製
作
し
て
お
り
、
空
間
的
余
裕
の
あ

る
清
涼
殿
東
庭
を
開
催
場
所
と
し
て
い
る
と
想
定
し
た
。
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当
該
菊
合
は
、
醍
醐
の
外
戚
や
近
臣
た
ち
を
中
心
と
し
て
清
涼
殿
東
庭
で

行
わ
れ
た
。
開
催
場
所
や
人
員
構
成
か
ら
当
該
菊
合
は
寛
平
菊
合
を
仰
い
で

企
画
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
菊
合
の
開
催
は
あ
く
ま
で
私
的
な

関
係
の
強
化
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
漢
詩
で
は
な
く

和
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
や
、
開
催
場
所
が
清
涼
殿
東
庭
で
あ
る
こ
と
も
、

こ
の
想
定
と
符
合
す
る
。
延
喜
十
九
年
に
忠
平
が
小
朝
拝
の
再
興
を
願
い
出

て
い
る
よ
う
に
、
清
涼
殿
東
庭
に
対
す
る
認
識
の
仕
方
が
異
な
る
人
々
が
い

た
可
能
性
は
残
る
け
れ
ど
も
、
醍
醐
側
の
認
識
と
し
て
は
私
的
な
事
績
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

和
歌
表
現
は
、﹃
古
今
集
﹄
な
ど
、
先
行
作
品
で
既
に
存
在
し
た
表
現
を

引
き
受
け
な
が
ら
も
、
当
該
菊
合
が
十
月
の
開
催
で
あ
る
こ
と
か
ら
残
菊
だ

け
を
詠
む
と
い
う
制
約
が
あ
り
、
そ
れ
ま
で
典
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
な
か
っ

た
白
秋
や
﹁
ふ
り
に
し
色
﹂﹁
こ
か
り
し
枝
﹂
な
ど
の
新
た
な
表
現
が
模
索

さ
れ
て
い
る
。
特
に
序
詞
や
縁
語
な
ど
、
和
歌
に
お
い
て
独
自
な
表
現
を
試

み
て
い
る
。
ま
た
、
菊
の
変
色
を
詠
む
際
に
も
、
寛
平
年
間
の
残
菊
宴
で
製

作
さ
れ
た
詩
句
の
よ
う
に
直
接
色
を
指
す
こ
と
ば
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
こ
こ
に
も
和
歌
表
現
の
独
自
性
が
あ
る
。
和
歌
史
的
な
意
義
は
右
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

延
喜
十
三
年
と
い
う
年
に
着
目
す
れ
ば
、
当
該
菊
合
の
翌
日
に
藤
原
満
子

四
十
賀
が
行
わ
れ
る
。
満
子
四
十
賀
は
、
当
該
菊
合
と
主
要
な
人
員
が
重

な
っ
て
い
る
。
両
事
績
は
、
醍
醐
を
中
心
と
し
た
人
々
の
紐
帯
を
確
認
す
る

意
義
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

当
該
菊
合
は
場
を
共
有
す
る
事
績
で
あ
る
が
故
に
、
単
に
和
歌
史
的
な
意

義
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
場
に
参
会
し
た
人
々
の
関
係
を
深
め
る
側
面
も
有

し
て
お
り
、
歴
史
的
に
も
意
義
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ

る
。

注︵
1
︶　

寛
平
菊
合
の
先
行
研
究
に
は
、
橋
本
不
美
男
﹃
王
朝
和
歌
史
の
研
究
﹄︵
笠

間
書
院　

昭
和
四
二
年
︶、
中
村
佳
文
﹁﹃
寛
平
内
裏
菊
合
﹄
の
方
法
﹂︵﹃
国
文

学
研
究
﹄
一
五
八　

平
成
二
一
年
六
月
︶
が
あ
る
。

︵
2
︶　

中
村
佳
文
﹁﹃
古
今
和
歌
集
﹄
菊
の
歌
群
攷
﹂︵﹃
平
安
朝
文
学
研
究
﹄
復
刊

八　

平
成
一
一
年
一
一
月
︶
一
〇
頁
。

︵
3
︶　

拙
稿
﹁
昌
泰
元
年
亭
子
院
女
郎
花
合
の
史
的
背
景
﹂︵﹃
文
藝
と
批
評
﹄
一
二

│
九　

令
和
元
年
五
月
︶。

︵
4
︶　

工
藤
重
矩
﹃
平
安
朝
律
令
社
会
の
文
学
﹄︵
ぺ
り
か
ん
社　

平
成
五
年
︶。
な

お
、
延
喜
二
十
二
、
三
年
と
す
る
説
も
あ
る
︵
萩
谷
朴
﹃
平
安
朝
歌
合
大
成
﹄︶。

︵
5
︶　

東
三
条
院
菊
合
は
、
徳
原
茂
実
﹁
東
三
条
院
法
華
八
講
菊
合
を
め
ぐ
っ
て
﹂

︵﹃
日
本
語
日
本
文
学
論
叢
﹄
七　

平
成
二
四
年
三
月
︶
が
詮
子
追
善
の
た
め
で

あ
っ
た
と
説
く
。

︵
6
︶　

上
東
門
院
菊
合
の
先
行
研
究
に
、
和
田
律
子
ａ
﹁
藤
原
頼
通
の
文
化
世
界
領

導
認
識
﹂︵﹃
藤
原
彰
子
の
文
化
圏
と
文
化
世
界
﹄
武
蔵
野
書
院　

平
成
三
〇

年
︶、
ｂ
﹁
藤
原
頼
通
文
化
世
界
と
歌
合
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
九
六
│
三　

平
成
三
一
年
三
月
︶
が
あ
る
。

︵
7
︶　

萩
谷
朴
﹃
平
安
朝
歌
合
大
成
﹄
で
は
年
次
に
幅
を
持
た
せ
て
い
る
が
、
村
瀬

敏
夫
﹃
古
今
集
の
基
盤
と
周
辺
﹄︵
桜
楓
社　

昭
和
四
六
年
︶
は
基
経
没
後
の

寛
平
三
年
の
開
催
と
す
る
︵
四
三
頁
︶。
道
真
の
官
歴
か
ら
み
て
も
村
瀬
説
を

支
持
す
べ
き
と
考
え
る
。

︵
8
︶　

和
歌
資
料
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
新
編
国
歌
大
観
に
拠
る
。

︵
9
︶　

川
尻
秋
生
﹃
揺
れ
動
く
貴
族
社
会
﹄︵
小
学
館　

平
成
二
〇
年
︶
二
八
頁
。

︵
10
︶　

定
文
の
父
好
風
も
、
昌
泰
元
年
の
亭
子
院
女
郎
花
合
、
延
喜
十
三
年
亭
子
院

歌
合
に
参
加
し
て
お
り
、
宇
多
と
近
か
っ
た
。

︵
11
︶　

春
上
四
三
番
歌
、
四
四
番
歌
。

︵
12
︶　
﹃
大
和
物
語
﹄
八
十
一
段
。
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︵
13
︶　

村
瀬
敏
夫
﹃
平
安
朝
歌
人
の
研
究
﹄︵
新
典
社　

平
成
六
年
︶
一
一
二
頁
。

︵
14
︶　

注︵
４

︶工
藤
著
三
〇
八
頁
。

︵
15
︶　

迫
徹
朗
﹃
王
朝
文
学
の
考
証
的
研
究
﹄︵
風
間
書
房　

昭
和
四
八
年
︶。

︵
16
︶　

先
行
す
る
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
並
び
に
是
貞
親
王
家
歌
合
に
躬
恒
の
詠
進
が

な
い
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
高
野
平
﹃
寛
平
后
宮
歌
合
に
関
す
る
研

究
﹄
風
間
書
房　

昭
和
五
一
年
︶。

︵
17
︶　

藤
岡
忠
美
﹃
紀
貫
之
﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫　

平
成
一
七
年
︶
二
二
八
頁
。

︵
18
︶　

満
子
四
十
賀
に
つ
い
て
は
、﹁
延
喜
十
三
年
藤
原
満
子
四
十
賀
屏
風
攷
﹂︵
和

歌
文
学
会
大
会
発
表　

平
成
三
〇
年
一
〇
月
七
日
︶
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
。

︵
19
︶　

二
十
巻
本
類
聚
歌
合
の
目
録
に
、﹁
醍
醐
御
時
菊
合
︿
延
喜
十
三
年
有
御
記
﹀﹂

と
あ
り
、
和
田
英
松
編
の
﹃
宸
記
集　

上
﹄︵
列
聖
全
集
編
纂
会　

大
正
六
年
︶

も
御
記
の
逸
文
と
し
て
収
録
し
て
い
る
。
引
用
は
所
功
編
﹃
三
代
御
記
逸
文
集

成
﹄
に
拠
る
。

︵
20
︶　

古
瀬
奈
津
子
﹃
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
﹄︵
吉
川
弘
文
館　

平
成
一
〇
年
︶

一
九
三
頁
。

︵
21
︶　

滝
川
幸
司
﹃
天
皇
と
文
壇
﹄︵
和
泉
書
院　

平
成
一
九
年
︶
四
三
六
頁
。
滝

川
は
﹁
清
涼
殿
東
﹂
と
す
る
が
、
本
稿
で
は
﹁
清
涼
殿
東
庭
﹂
と
統
一
し
た
。

︵
22
︶　

注︵
20
︶古
瀬
著
一
九
三
頁
。

︵
23
︶　
﹃
西
宮
記
﹄
は
神
道
大
系
に
拠
る
。

︵
24
︶　

古
瀬
奈
津
子
﹃
摂
関
政
治
﹄︵
岩
波
新
書　

平
成
二
三
年
︶
八
七
頁
。

︵
25
︶　

延
喜
年
間
に
範
囲
を
拡
げ
て
も
同
様
で
あ
る
。
注︵
21
︶滝
川
著
内
宴
年
表
も

参
照
。

︵
26
︶　
﹃
九
暦
﹄
は
大
日
本
古
記
録
に
拠
る
。

︵
27
︶　

注︵
１

︶中
村
論
文
一
七
頁
。

︵
28
︶　

注︵
１

︶中
村
論
文
二
一
頁
。

︵
29
︶　

中
村
佳
文
﹁
宇
多
朝
の
残
菊
宴
賦
詩
﹂︵﹃
平
安
朝
文
学
研
究
﹄
復
刊
一
五　

平
成
一
九
年
三
月
︶。

︵
30
︶　

徳
植
俊
之
﹁
菊
歌
攷
﹂︵﹃
和
歌
文
学
研
究
﹄
六
一　

平
成
二
年
一
〇
月
︶
二

頁
。

︵
31
︶　

小
島
憲
之
﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学　

下
﹄︵
塙
書
房　

昭
和
四
〇
年
︶、

本
間
洋
一
﹁
菊
の
賦
詩
歌
の
成
立
﹂︵﹃
王
朝
漢
文
学
表
現
論
考
﹄
和
泉
書
院　

平
成
一
四
年
︶、
北
山
円
正
﹁
菊
花
の
詩
と
和
歌
﹂︵﹃
國
文
學
論
叢
﹄
三
〇　

昭
和
六
〇
年
三
月
︶。

︵
32
︶　
﹃
古
今
著
聞
集
﹄
所
引
。
引
用
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
拠
る
。

︵
33
︶　

こ
の
技
巧
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
注︵
31
︶北
山
論
文
に
指
摘
が
あ

る
︵
二
〇
頁
︶。

︵
34
︶　

注︵
１

︶中
村
論
文
一
五
頁
。

︵
35
︶　

注︵
６

︶和
田
論
文
ａ
三
三
七
頁
。

︵
36
︶　
﹃
古
今
集
﹄
秋
下
・
一
七
〇
番
歌
。
寛
平
菊
合
一
二
番
歌
、
一
五
番
歌
。

︵
37
︶　

注︵
３

︶拙
稿
八
頁
。

︵
38
︶　

注︵
31
︶本
間
著
四
一
頁
。

︵
39
︶　
﹃
菅
家
文
草
﹄
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
拠
り
、
詩
番
号
も
こ
れ
に
拠
る
。

私
に
訓
読
し
た
。

︵
40
︶　
﹃
雑
言
奉
和
﹄
は
群
書
類
従
に
拠
り
、
私
に
訓
読
し
た
。

【
付
記
】　
本
稿
は
平
成
三
〇
年
度
平
安
朝
文
学
研
究
会
第
二
回
研
究
発
表
会
に
お
け
る

同
題
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。

︹
追
記
︺　

入
稿
後
、
岸
本
理
恵
﹁﹁
寛
平
御
時
菊
合
﹂
の
和
歌
﹂︵﹃
日
本
文
学
研
究

ジ
ャ
ー
ナ
ル
﹄
一
二　

令
和
元
年
一
二
月
︶
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
本
稿
で
は
そ

の
成
果
を
反
映
で
き
な
か
っ
た
。
諒
と
さ
れ
た
い
。


