
埼
玉
大
学
蔵

『鳥
丸
資
慶
卿
和
歌
式
目

二
十
五
ケ
候
』
解

題

と

翻

刻

【解
題

･
Ⅰ
】

本
書
は
'
平
成
2
年
度
に
埼
玉
大
学
が
大
阪
心
斎
橋
中
尾
書
店
か
ら
購
入
し

た
も
の
で
あ
る
｡
同
書
店
刊

『古
典
籍
目
録
』
(平
2
･
10
)
六
頁
に
掲
載
さ
れ

て
ゐ
る
｡
価
格
は
四
万
五
千
円
｡
埼
玉
大
学
教
養
部
武
井
研
究
室
所
蔵

〔九

一

一
･
一
･
K

･
養
文
学

･
九
〇
･
〇
五

l
〓

l〕｡
な
は
'
本
書
は
学
術
情
報

セ
ン
タ
I

(N
A
C
SIS
I
IR
)
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(J
B
C
A
T
)
に
登
録
さ

れ
て
ゐ
る
｡
書
誌
は
以
下
の
通
り
｡

袋
綴
装

(原
装
)
-
冊
｡
27
･
2
×
18
･
7
cm
｡
表
紙
は
水
色
地
布
目
押
文

様
の
厚
手
の
椿
紙
｡
題
茶

(枠
な
し
)
が
表
紙
左
に
貼
付
さ
れ
'
｢烏
丸
亜
相

〔ロ
侍
/
和
歌
式
目
〕
｣
と
墨
書
さ
れ
る
｡
題
茶
は
本
文
と
同
筆
と
思
は
れ
る

の
で
､
原
題
茶
と
見
て
よ
か
ら
う
.
端
作
題

｢烏
丸
亜
相
口
停
資
慶
卿
｣.
｢烏

丸
資
慶
卿
和
歌
式
目

二
十
五
ケ
候
｣
(端
作
題
)
を
合
写
す
る
｡
以
下
小
論
で

翻
刻
を
試
み
た
の
は
後
者
の

｢烏
丸
資
慶
卿
和
歌
式
目

二
十
五
ケ
候
｣
で
あ

る

(そ
の
理
由
は
後
述
｡
な
は
前
者
の

｢烏
丸
亜
相

〔口
博
/
和
歌
式
目
〕
｣

は
翻
刻
を
付
さ
な
か
っ
た
が
'
そ
の
代
は
り
に
比
較
的
詳
し
-
解
題
を
施
し

た
)｡
全
巻

一
筆
｡
墨
付
及
び
構
成
は
以
下
の
通
り
｡
ま
づ
最
初
に

『烏
丸
亜

相
口
侍
資
慶
卿
』
が
I
T
表
か
ら
3
丁
裏
ま
で
書
か
れ
､
次
に

『烏
丸
資
慶
卿

高 武

梨 井

素 和

子 人

和
歌
式
目

二
十
五
ケ
候
｣
が
4
丁
表
か
ら
8
丁
表
ま
で
書
か
れ
る
｡
な
は
8

丁
表
は
裏
表
表
紙
見
返
し
を
用
ゐ
て
ゐ
る
の
で
'
実
質
的
な
墨
付
は
7
丁
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
｡
遊
紙
は
存
し
な
い
｡
本
文
料
紙
は
楕
紙
｡
本
文

一
面
8
行
｡

朱

･
墨
等
に
よ
る
書
き
入
れ

･
付
等
等
は
な
い
｡
蔵
書
印
等
旧
蔵
者
を
示
す
も

の
は
何
も
残
さ
れ
て
ゐ
な
い
｡
表
紙
見
返
し
中
央
に
埼
玉
大
学
所
蔵
の
由
を
示

す
小
紙
片
が
貼
ら
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
｡
江
戸
中
期
写
｡
虫
損

･
汚
損
等
は

な
-
保
存
は
極
め
て
良
好
で
あ
る
｡
(武
井
)

【解
題

･
Ⅱ
】

『烏
丸
亜
相

〔口
倖
/
和
歌
式
目
〕
』
に
は
'
二
種
の
書
が
含
ま
れ
る
｡
｢烏

丸
亜
相
口
侍
資
慶
卿
｣
と

｢烏
丸
資
慶
卿
和
歌
式
目

二
十
五
ケ
候
｣
で
あ
る
｡

【解
題

･
Ⅰ
】
で
も
触
れ
た
如
-
'
二
書
は
同

一
の
筆
跡
に
依
り
､
奥
書
は
な

い
｡烏

丸
資
慶
は
､
烏
丸
光
広
の
孫
に
あ
た
り
､
後
水
足
院
後
期
の
歌
壇
で
活
躍

し
た
堂
上
歌
人
で
あ
る
｡
官
位
は
正
二
位
権
大
納
言
に
昇
り
､
歌
に
秀
れ
､
寛

文
四
年
に
後
西
上
皇
､
中
院
通
茂
､
日
野
弘
資
と
と
も
に
､
後
水
屋
法
皇
よ
り

古
今
伝
受
を
受
け
た
｡
光
広
以
来
の
和
歌
の
家
柄
を
継
承
し
て
､
資
慶
も
関
白

二
条
光
平
以
下
､
公
家

･
武
家

･
そ
の
他
の
地
下
歌
人
を
教
え
た
｡

- 1 -



此
二
種
の
書
は
､
門
人
た
ち
へ
和
歌
指
導
を
内
容
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
､
ま
ず
前
者
は
､
日
本
歌
学
大
系
巻
六
に

｢資
慶
卿
口
伝
｣
の
題
名
で
収
録

さ
れ
て
い
る
も
の
と
'
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
｡
坂
本
の
刊
行
は
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
が
'
写
本
が
幾
つ
か
残
り
､
従
来
'
資
慶
の
著
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
｡管

見
に
触
れ
た
写
本
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
'
書
名
及
び
奥
書

を
記
す
｡

①
鶴
舞
中
央
図
書
館
蔵

『詠
歌

一
鉢
』
所
収
､
内
題

｢資
慶
卿
詠
方
｣

右

一
巻
者
'
烏
丸
故
大
納
言
資
慶
卿
御
作
也
｡
去
御
方
よ
り
御
所
望
に
つ

き
被
進
之
云
々
｡
聯
他
見
あ
る
へ
か
ら
さ
る
も
の
な
り
｡

源
頼
永

仲

1
巻
､
従
烏
丸
資
慶
卿
'
伝
細
川
丹
州
牧
行
孝
'
資
慶
卿
賜
筆
頭
門
人

源
頼
永
也
｡
且
頼
永
門
弟
源
完
長
ヨ
リ
伝
之
｡
彼
以
草
案
写
之
畢
｡

宝

永
四
仲
夏
上
旬

源
重
共

②
東
北
大
学
狩
野
文
庫
蔵

『資
慶
卿
教
訓

全
』'
内
題
な
し
｡

右

一
巻
者
'
烏
丸
故
大
納
言
資
慶
卿
御
作
也
｡
従
去
御
方
依
御
所
望
､
被

進
之
云
々
｡
努
々
不
可
有
他
見
者
也
｡

宝
永
八
年
辛
卯
二
月

源
安
崇

右

一
書
者
'
昔
年
資
慶
卿
武
江
在
府
之
時
､
亡
父
良
隆
親
灸
而
受
教
之
口

伝
､
亦
如
此
可
為
詠
和
歌
根
本
者
也
｡

宝
永
辛
卯
三
月

源
良

顛

③
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
蔵

『烏
丸
亜
相
資
慶
卿
口
授
』
巻
末
所
収
､
内
題

｢烏
丸
資
慶
卿
読
方
口
伝
｣

右

一
巻
者
'
烏
丸
故
大
納
言
資
慶
卿
御
作
也
｡
従
去
御
方
依
懇
望
披
進
之

云
々
｡
卿
他
見
他
言
不
可
有
者
也
｡
新
玉
津
嶋
社
神
主
'
正
六
位
下
藤
原

葦
戸

寛
文
三
契
亥
年
八
月
三
日

④
久
曽
神
昇
氏
蔵
通
経
筆
本

『資
慶
卿
口
伝
』
(
日
本
歌
学
大
系
所
収
本
)'

内
題
不
明
｡

右
､
烏
丸
故
大
納
言
資
慶
卿
従
去
御
方
御
所
望
'
被
進
之
｡
不
可
有
他
見

者
也
｡

⑤
名
古
屋
大
学
皇
学
館
文
庫
蔵

『烏
丸
資
慶
卿
和
歌
詠
方
』'
内
題
同
じ
｡

右
､
資
慶
卿
よ
り
片
か
な
を
以
是
を
か
き
て
細
川
丹
州
行
孝
に
つ
く
る
と

云
々
｡

此

一
冊
'
本
書
は
か
た
か
な
な
る
を
人
の
望
に
よ
り
て
あ
ら
た
め
う
つ
し
､

あ
た
ふ
る
也
｡
此
卿
は
烏
丸

一
家
の
名
匠
に
し
て
'
法
皇
後
水
尾
院
､
殊

に
御
感
の
帝
人
な
り
｡
五
十
二
歳
に
し
て
逝
去
｡
辞
世
に

さ
め
に
け
り
五
十
の
夢
に
見
し
は
な
に

た
っ
た
の
も
み
ち
み
よ
し
の
ゝ
雲

此
よ
み
か
た
'
お
そ
ら
-
定
家
卿
の
一
紙
抄
に
を
と
る
ま
し
た
有
か
た
き

お
し
へ
な
る
へ
し
｡
し
ん
せ
つ
な
ら
さ
る
輩
に
み
た
り
に
書
写
を
ゆ
る
し

給
ま
し
-
候
｡
あ
な
か
し
こ
｡

⑧
神
宮
文
庫
蔵

『烏
丸
資
慶
卿
口
伝
』､
内
題

｢烏
丸
資
慶
口
伝
｣

従
師
家
被
相
恵
写
之

慶
徳
氏
家
雅

⑦
刈
谷
図
書
館

『続
耳
底
記
』
巻
末
所
収
'
内
題

｢烏
丸
殿
遺
訓
｣

(全
体
の
奥
書
)
元
文
五
庚
申
仲
春
､
得
不
可
思
議
因
縁
密
写
｡

不
許
他
見
者
也
｡

鉄
花
里

(花
押
)

奥
書
に
よ
り
諸
本
を
分
類
す
る
と
､

1
､
小
異
は
あ
る
が
大
体

｢右

一
巻
者
､
烏
丸
故
大
納
言
資
慶
卿
御
作
也
｡

去
御
方
よ
り
御
所
望
に
つ
き
被
進
之
云
々
｡
｣
の
奥
書
を
持
つ
も
の
-
-

- 2 -

①

～
④
本

2
'
お
な
じ
-
資
慶
の
書
と
す
る
が

｢片
か
な
を
以
て
｣
と
す
る
も
の
-
-

⑤
本

3
'
資
慶
と
か
か
わ
る
奥
書
を
も
た
な
い
も
の

(含
､
奥
書
無
)
-
-
⑥
⑦

お
よ
び
本
書

と
な
る
｡
①
②
⑤
の
奥
書
に
よ
れ
ば
､
宛
先
は
細
川
丹
後
守
行
孝
で
あ
る
｡
①

に
よ
る
と
'
そ
の
草
稿
よ
り

一
本
が
生
じ
て
'
頼
永

･
完
長
と
伝
わ
り
'
宝
永

四

(
一
七
〇
七
)
年
源
重
共
が
書
写
し
て
い
る
｡
な
お
'
重
共
奥
書
中
に

｢仲

一
巻
｣
と
あ
る
が
'
①
で
は
'
『詠
歌

一
鉢
』
の
巻
頭
に
収
録
さ
れ
て
お
り
'
親

本
で
の
合
冊
形
態
を
示
す
の
か
､
あ
る
い
は

｢件

一
巻
｣
の
誤
写
な
ど
か
不
明
｡

次
に
②
は
､
①
と
同
系
統
の
写
本
と
思
わ
れ
る
が
江
戸
の
伴
部
安
崇
が
宝
永
八

年
に
書
写
し
て
い
る
｡
そ
の
後
に
あ
る
'
安
崇
の
師
､
跡
部
良
顕
に
よ
る
奥
書

は
､
良
顕
の
父
良
隆
が
資
慶
に
師
事
し
た
こ
と
を
述
べ
'
同
書
の
価
値
を
述
べ

た

一
種
の
加
証
奥
書
と
思
わ
れ
る
｡
な
お
③
の
奥
書
は
日
付
の
内
容
に
疑
問
が

あ
り
､
ま
た
普
通
は
署
名
の
前
に
来
る
筈
の
そ
の
位
置
も
お
か
し
い
｡
寛
文
三

(
一
六
六
三
)
年
は
､
発
卯
に
当
た
り
'
資
慶
は
ま
だ
生
存
し
て
お
り
'
葦
戸

は
寛
文
十
年
誕
生
故
ま
だ
出
生
し
て
い
な
い
｡
天
和
三

(
一
六
八
三
)
年
葵
亥

の
誤
り
と
も
疑
わ
れ
る
が
'
葦
戸
が
ま
だ
年
若
い
の
で
'
そ
れ
で
も
疑
問
で
あ

る
｡
ま
た
⑤
の
奥
書
は
資
慶
の
享
年
四
十
八
歳
を
誤
っ
て
記
し
て
お
り
､
文
中
'

定
家
の

『
一
紙
抄
』
と
あ
る
の
は
不
明
｡

内
容
は
諸
本
に
よ
り
大
差
が
な
い
が
､
⑥
神
宮
文
庫
本
と
本
書
の
二
本
に
は
'

他
本
に
較
べ
て
同
箇
所
に
欠
文
が
あ
る
｡
｢第
三
㌧
句
の
吟
味
に
候
-
-
く
た
け

て
せ
は
し
く
候
｣
の
あ
と
に
､
｢尤
可
有
吟
味
鍛
練
候
｡
能
次
而
候
｣
(①
本
に
よ

る
)
が
､
ま
た
､
｢右
三
の
要
意
は
か
り
を
御
心
に
か
け
ら
れ
て
候
へ
-
候
｣
の

末
尾
か
ら
'
｢か
け
ら
れ
候
而
'
朝
夕
御
稽
古
可
然
候
｡
唯
今
の
御
歌
今
少
御
稽

古
候
へ
は
､

一
き
は
あ
か
り
可
申
候
｡
さ
て
最
早
日
本
国
中
に
て
詠
草
は
つ
か

し
け
な
く
指
出
さ
る
へ
く
候
｡
そ
れ
は
三
つ
の
稽
古
'
首
尾
の
上
に
て
成
就
す

る
事
也
｡
風
鉢
姿
な
と
～
云
事
は
努
々
御
心
に
か
け
ら
れ
候
ま
し
-
候
也
｣

(同
)
と
入
る
本
が
多
い
｡
前
者
は
省
略
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
､

後
者
は
あ
っ
た
方
が
文
脈
の
つ
な
が
り
が
よ
く
'
誤
脱
で
あ
ろ
う
か
｡
本
書
は

神
宮
文
庫
本
と
同
系
統
本
と
い
え
る
｡
神
宮
文
庫
本
の
奥
書
に
言
う
慶
徳
家
雅

の
師
と
は
誰
か
不
明
｡

宛
先
の
細
川
行
孝
は
肥
後
宇
戸
三
万
石
の
大
名
で
'
細
川
幽
嘉
の
曽
孫
に
当

た
り
､
父
立
孝
と
資
慶
母
が
兄
妹
で
あ
る
所
か
ら
､
資
慶
と
は
従
兄
弟
に
な
る
｡

行
孝
が
資
慶
の
説
を
聞
書
し
た

『続
耳
底
記
』
が
あ
り
'
行
孝
二
十
五
歳
'
資

慶
四
十
歳
の
寛
文
初
年
頃
よ
り
師
弟
関
係
に
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
｡
『続
耳
底

記
』
中
に
き
わ
め
て
内
容
の
類
似
す
る
部
分
が
あ
り
'
本
書
を
資
慶
の
行
孝
に

宛
て
た
手
紙
と
見
て
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
｡
類
似
箇
所
を
参
考
の
た
め
に
挙
げ

る

と

､道
理
を
'
強
､
つ
ふ
く

と
い
ひ
た
て
候
へ
は
'
さ
ま
い
や
し
-
凡
俗
に

な
る
事
に
候
｡
風
情
妖
艶
に
と
求
候
へ
は
'
若
は
聞
え
か
ね
候
事
に
候
｡

此
間
を
幾
重
も
〈

け
い
こ
候
へ
-
候
｡
守
の
練
磨
此

一
事
に
候
｡
無
地

候
｡
姿
詞
'
優
美
に
え
ん
に
､
心
正
く
直
な
る
を
大
事
に
仕
事
に
候
得
共
'

そ
れ
は
初
心
の
人
な
り
か
た
く
候
得
は
'
先
､
心
能
聞
え
'
詞
つ
よ
く
す

く
や
か
に
詠
た
る
か
能
候
｡
先
知
此
､
御
稽
古
有
へ
く
候
｡
(九
州
大
学
細

川
文
庫
本
)



さ
て
,
こ
の

『
口
伝
』
の
成
立
時
期
を
知
る
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
､
新
院

御
会
で
の
七
条
羽
林
の
歌
が
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
新

院
は
,
寛
文
三
年
正
月
二
十
六
日
に
譲
位
し
た
後
西
上
皇
の
こ
と
と
考
え
ら
れ

る
｡
い
つ
の
御
会
の
も
の
で
あ
る
か
御
会
集
の
資
料
を
得
る
こ
と
は
で
き
な

か
った
が
､
天
理
図
書
館
蔵

『歌
道
雑
記
』
中
に

山
家
鳥

隆
豊
朝
臣

庵
ち
か
き
松
吹
あ
ら
し
と
り
の
こ
ゑ
都
に
か
は
る
山
の
お
く
か
な

右
､
松
吹
あ
ら
L
t
と
り
の
こ
ゑ
と
あ
ら
は
､
都
に
も
に
ぬ
と
あ

る
へ
し
｡
又
松
の
あ
ら
し
も
'
と
り
の
ね
も
と
あ
ら
は
､
都
に
か

は
る
と
あ
る
へ
し
と
法
皇
被
仰
｡

と
い
う
同
内
容
の
記
事
が
見
ら
れ
る
｡
『歌
道
雑
記
』
は
寛
文
三
年
よ
り
六
年
に

い
た
る
､
備
忘
録
と
で
も
い
う
よ
う
な
内
容
の
書
で
あ
り
'
こ
の
後
の
記
事
が

寛
文
六
年
二
月
で
あ
る
の
で
'
そ
れ
以
前
の
こ
と
に
な
ろ
う
｡
ま
た
七
条
羽
林

は
隆
豊
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

『公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
隆
豊
は
万
治
二
年

正
月
よ
り
寛
文
十
年
正
月
ま
で
四
位
'
そ
の
間
左
少
将
や
左
中
将
で
あ
り
'
該

当
す
る
｡
こ
の
記
事
は
寛
文
三
年
よ
り
六
年
の
間
の
御
会
で
の
事
で
'
こ
う
し

た
法
皇
の
指
導
は
こ
れ
に
限
ら
ず
'
往
々
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら

(『資

慶
卿
口
授
』)'
指
導
を
受
け
て
比
較
的
近
い
時
期
に

『
口
伝
』
が
書
か
れ
た
と

思
わ
れ
る
｡

次
に
本
稿
で
翻
刻
を
試
み
た

『烏
丸
資
慶
卿
和
歌
式
目

二
十
五
ケ
候
』
は

他
所
に
知
ら
な
い
孤
本
で
あ
る
｡
本
文
が
二
十
二
条
し
か
な
い
理
由
に
つ
い
て

は
,
題
名
を
区
切
り
の
良
い
も
の
と
し
た
'
後
で
足
す
計
画
で
あ
っ
た
､
三
ヶ

条
が
欠
脱
し
た
な
ど
考
え
得
る
が
､
不
明
｡
内
容
の
特
徴
と
し
て
は
､
次
の
三

点
を
あ
げ
ら
れ
る
か
と
思
う
｡

(
一
)
｢歌
は
陰
陽
和
合
を
本
と
す
｣
(
-
)'
｢神
慮
に
よ
-
か
な
ふ
や
う
に
よ
む

事
第

一
也
｣(2
)
な
ど
､
神
道
的
と
で
も
い
う
よ
う
な
思
想
が
う
か
が
わ
れ
る

こ
と
｡

(二
)
｢正
直
の
二
字
を
は
な
れ
て
は
あ
る
へ
か
ら
ず
｡
よ
-
心
を
め
-
ら
し
て

詠
す
へ
し
｡
｣(
3
)
と
あ
り
'
ま
た
巻
末
の
図
に
心
正
直
を
中
心
と
す
る
こ
と
｡

(≡
)
題
の
詠
み
方
に
関
す
る
'
抽
象
的
な
記
述
が
多
い
こ
と
.
(7
-

誓

さ
て

(
一
)
の
よ
う
な
記
述
は
資
慶
の
他
の
著
作
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
｡
(二
)
は
'
『続
耳
底
記
』
の
先
程
引
用
し
た
中
に

｢姿
詞
､
優
美
に
え
ん

に
､
心
正
-
直
な
る
を
大
事
に
仕
事
に
候
得
共
｣
云
々
と
あ
り
'
ま
た

所
に
よ
り
ふ
か
ぬ
風
を
も
吹
せ
､
又
な
き
事
を
も
い
ふ
を
帝
の
寿
命
と
云
｡

二
条
家
相
伝
之
秘
事
に
て
候
｡
さ
れ
は
と
て
虚
妄
を
い
ふ
こ
と
に
て
は
な

く
候
｡
心
は
正
く
直
に
実
に
候
而
､
其
実
の
心
の
さ
か
り
を
云
事
に
て
候
｡

是
は
大
事
に
て
候
｡
(九
大
本
)

な
ど
と
あ
る
の
を
思
わ
せ
る
が
､
｢心
正
-
直
に
｣
の
意
味
で
あ
る
と
し
た
ら
､

｢正
直
の
二
字
を
は
な
れ
て
は
あ
る
へ
か
ら
す
｡
よ
-
心
を
め
-
ら
し
て
詠
す

へ
し
｡
｣
と
い
う
文
章
は
舌
足
ら
ず
な
感
を
否
め
な
い
｡
ま
た
巻
末
の
図
式
は

資
慶
の
他
の
著
作
に
見
な
い
も
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
第
二
十
条

｢返
奇
は
其
歌

の
こ
と
に
あ
は
せ
て
'
其
心
を
問
答
す
る
や
う
に
よ
み
て
宜
し
｡
又
心
さ
へ
其

返
事
に
応
す
れ
は
署

U
｡
｣
の
傍
線
部
の
よ

う
な
考
え
方
は
､
『資
慶
卿
消
息
』
の
中
で
'

初
学
の
人
､
和
歌
を
習
は
む
は
'
先
こ
,
ろ
ざ
す
と
こ
ろ
選
び
て
用
意
あ

ら
む
も
の
ぞ
か
し
｡
お
は
よ
そ
世
の
こ
と
わ
ざ
深
浅
有
り
､
清
濁
あ
り
､
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高
下
有
り
'
深
さ
水
は
な
が
れ
と
ほ
し
｡
よ
り
て
代
に
つ
た
は
り
'
国
に

ひ
ろ
ま
れ
る
な
る
べ
し
｡
清
さ
は
た
か
し
､
俗
を
出
で
凡
を
こ
ゆ
｡
猶
精

神
に
し
て
ま
こ
と
有
な
れ
ば
天
地
を
う
ご
か
し
､
鬼
神
を
感
ぜ
し
め
'
人

民
を
和
す
｡
こ
れ
和
歌
の
徳
と
い
へ
り
｡
あ
さ
き
は
流
み
じ
か
-
'
濁
れ

る
は
い
や
L
t
殊
に
偽
り
か
ざ
り
こ
と
や
う
な
ら
ん
は
'
狂
言
妄
語
の
罪

の
が
れ
た
し
｡
(日
本
歌
学
大
系
六
)

と
説
い
て
'
和
歌
が
狂
言
妄
語
で
あ
る
こ
と
を
戒
め
た
資
慶
の
発
言
と
は
思
わ

れ

な

い
｡

さ

て

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
､
資
慶
の
著
作
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
が
､

一
方
'
本
書
が
ど
の
よ
う
な
書
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
を
考
え
る
手
掛
か
り

が
あ
る
｡
(
21
)
に

歌
は
上
下
の
言
葉
の
つ
ゝ

け
か
ら
に
て
'
つ
よ
-
も
よ
は
-
も
き
こ
ゆ
る

也
｡
又
'
俗
な
る
詞
を
も
つ
～
け
か
ら
に
て
優
美
に
艶
に
き
こ
ゆ
る
也
｡

よ
く
心
を
め
く
ら
し
'
味
ひ
詠
す
る
事
専
要
也

と
あ
る
の
は
'
藤
原
定
家
の

『毎
月
抄
』
に

奇
の
大
事
は
詞
の
用
捨
に
て
侍
る
べ
し
｡
詞
に
つ
き
て
､
強
弱
大
小
侍
る

べ
し
｡
そ
れ
を
能
々
見
し
た
ゝ
め
て
､
つ
よ
き
詞
を
ば
'

一
向
に
こ
れ
を

つ
ゞ
け
､
よ
は
き
詞
を
ば
又

一
向
に
是
を
つ
ら
ね
､
か
-
の
ご
と
-
案
じ

か
へ
し
く
'
ふ
と
み
は
そ
み
も
な
-
､
な
び
ら
か
に
聞
き
に
-
か
ら
ぬ
や

う
に
よ
み
な
す
が
さ
は
め
て
重
事
に
て
侍
る
也
｡
申
さ
ば
'
す
べ
て
詞
に
､

あ
し
き
も
な
く
よ
ろ
し
さ
も
有
る
べ
か
ら
ず
｡
た
ゞ

つ
ゞ
け
が
ら
に
て
､

寄
詞
の
勝
劣
侍
る
べ
し
｡
(
日
本
古
典
文
学
大
系
)

と
あ
る
の
を
､
想
起
さ
せ
る
｡

詞
の
つ
ヾ

け
が
ら
に
つ
い
て
は
'
た
と
え
ば
資
慶
息
光
雄
に
よ
る

『光
雄
卿

口
授
』
に
も
記
載
が
あ
る
が
'

一
､
惣
じ
て
和
歌
は
､

1
首
の
法
立
､
始
よ
り
言
葉
は
そ
け
れ
は
五
も
じ

よ
り
は
そ
く
つ
ヾ
け
'
ふ
と
く
つ
よ
け
れ
ば
五
句
と
も
に
ふ
と
-
つ
よ
き

詞
に
て
つ
ゞ
け
､

又
'
ま
ろ
け
れ
ば
ま
ろ
-
'
兎
角

一
首
上
下
の
か
け
あ

ひ
よ
ろ
し
き
ゃ
う
に
よ
む
べ
L
と
也
｡
(日
本
歌
学
大
系
巻
六
)

一
㌧
惣
じ
て
和
歌
は
つ
ヾ
け
が
ら
に
よ
り
て
'
言
葉
の
よ
し
あ
し
'
或
は

金
玉
の
句
と
も
成
る
事
に
侍
る
｡
後
京
極
殿
の
き
り
ぐ

す
の
和
歌
を
､

金
玉
の
句
と
い
ふ
事
は

一
首
の
つ
ゞ
け
が
ら
'
仕
立
て
給
ふ
所
の
よ
ろ
し

さ
ゆ
ゑ
ぞ
と
な
り
｡
(同
)

な
ど
と
あ
り
'
以
下
､
き
わ
め
て
具
体
的
な
説
明
に
終
始
す
る
｡

ま
た
'
二
十
五
ヶ
条
と
い
う
書
名
に
は
資
慶
の
曽
孫
光
栄
に
よ
る

『和
歌
教

訓
十
五
個
燦
』
が
連
想
さ
れ
る
が
､
そ
の
中
で
は
'
詞
の
つ
ゞ
さ
に
関
し
て
は

一
㌧
常
々
あ
り
ふ
れ
た
る
題
の
よ
み
や
す
さ
に
て
'
詞
つ
ゞ

き
優
美
に
'

心
の
力
あ
る
や
う
に
詠
習
肝
要
也
｡
(日
本
歌
学
大
系
巻
六
)

と
あ
り
'
簡
単
に

｢詞
つ
ゞ

き
優
美
に
｣
と
だ
け
あ
っ
て
'
｢上
下
の
言
葉
の

つ
ゝ
け
か
ら
｣
に
は
言
及
せ
ず
､
｢常
々
あ
り
ふ
れ
た
る
題
の
よ
み
や
す
さ
に

て
｣
詠
習
え
と
い
う
更
に
多
く
の
内
容
を
持
つ
条
項
と
な
っ
て
い
る
｡
ち
な
み

に
'
十
五
個
候
の
第

一
は
'

一
㌧
歌
道
以
実
為
専
要
義
､
常
々
忘
却
有
る
べ
か
ら
ざ
る
事
｡
(同
)

を
あ
げ
て
い
る
が
'
そ
の
他
の
条
々
は
､
制
詞
へ
の
注
意
､
速
吟
の
戒
め
'
事

む
つ
か
し
き
趣
向

･
異
様
な
る
詞

･
む
つ
か
し
き
題
の
禁
止
'
古
歌
熟
覧
の
勧

め
等
々
､
内
容
が
具
体
的
か
つ
豊
富
で
あ
る
｡
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本
書
は
､
具
休
的
な
実
作
指
導
の
傾
向
の
強
い
歌
書
で
は
な
-
て
'
む
し
ろ

『毎
月
抄
』
の
よ
う
な
抽
象
的
な
記
述
を
含
ん
だ
歌
論
書
を
ふ
ま
え
て
言
及
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
第
十
四
条
の
本
歌
取
に
つ
い
て
の
言
及
も

『毎
月

抄
』
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
が
'
同
書
を
読
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
'
心
詞
論
､

十
体
論
な
ど
に
及
ん
で
い
な
い
点
が
疑
問
で
あ
り
'
後
世
の
歌
論
書
に
拠
る
同

書
の
間
接
的
か
つ
部
分
的
享
受
と
も
思
わ
れ
る
｡

『毎
月
抄
』
に
つ
い
て
は
､
『光
雄
卿
口
授
』
に

六
部
抄
の
内
､
毎
月
抄
よ
し

(天
理
本
)

と
あ
り
'
堂
上
派
で
推
奨
さ
れ
る
本
で
あ
り
､
時
代
を
遡
っ
て
佐
方
宗
佐
の

『細
川
幽
嘉
等
翁
聞
書
』
に
も
'
少
し
下
っ
て
'
武
者
小
路
実
陰
述

･
似
雲
記

の

『詞
林
拾
葉
』
に
も
引
用
部
分
は
そ
の
ま
ま
引
か
れ
て
い
る
｡

本
書
は
'
い
か
に
詠
む
べ
き
か
に
つ
い
て
､
抽
象
論
に
終
始
し
て
い
る
感
が

あ
り
､
ひ
と
つ
の
特
徴
と
い
え
る
｡
逆
に
そ
う
し
た
所
か
ら
'
『資
慶
卿
口
伝
』

『資
慶
卿
消
息
』
な
ど
に
抽
象
的
な
論
を
展
開
し
て
い
る
資
慶
に
､
仮
託
さ
れ

た
と
も
思
わ
れ
る
｡
近
世
堂
上
派
の
流
れ
を
受
け
､
や
や
神
道
的
考
え
を
持
っ

た
人
の
著
作
で
あ
ろ
う
｡
(高
梨
)

【
凡
例
】

一
㌧
埼
玉
大
学
教
養
部
武
井
研
究
室
所
蔵

『烏
丸
資
慶
卿
和
歌
式
日

二
十

五
ケ
候
』
を
底
本
に
翻
刻
し
た
｡
合
写
さ
れ
て
ゐ
る

『烏
丸
亜
相
口
侍
資

慶
卿
』
は
既
に

『
日
本
歌
学
大
系
』
に
翻
刻
さ
れ
て
ゐ
る
著
名
な
資
料
な

の
で
'
翻
刻
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
｡

一
､
翻
刻
に
際
し
て
は
､
底
本
の
表
記
を
極
力
残
す
べ
-
行
っ
た
が
､
以
下

の
方
針
に
し
た
が
っ
て
､
若
干
の
手
入
れ
を
行
っ
た
｡

一
､
漢
字

･
仮
名
を
通
行
の
字
体
に
改
め
た
｡
た
だ
し
'
苛

･
歌
は
区
別
し

た
｡

一
㌧
仮
名
遣

･
か
な
漢
字
の
宛
て
方
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
｡

一
､
底
本
の
丁

･
面
の
変
は
り
目
を
紺

･
』
紬
の
如
-
示
し
た
o
な
は
'
丁

数
は
本
書
の
最
初
に
置
か
れ
る

『烏
丸
亜
相
口
停
資
慶
卿
』
か
ら
起
算
し

て
の
も
の
で
あ
る
｡

1
㌧
各
段
末
尾
に
通
し
番
号
を
付
し
た
｡
(武
井
)

【翻
刻
】

烏
丸
資
慶
卿
和
歌
式
目

二
十
五
ヶ
条

(端
作
題
)

一
歌
は
陰
陽
和
合
を
本
と
す
和
合
せ
さ
る
は
苛
の
道
に
あ
ら
す

(-
)

一
神
慮
に
よ
く
か
な
ふ
や
う
に
よ
む
事
第

一
也
神
慮
に
た
か
ふ
は
う
た
の
道
に

あ
ら
す

(2
)

一
正
直
の
二
字
を
は
な
れ
て
は
あ
る
へ
か
ら
す
よ
-
心
を
め
-
ら
し
て
詠
す
へ

し

(3
)』
は

一
心
の
う
ち
に
あ
る
を
志
と
い
ひ
詞
に
あ
ら
は
る
,
を
苛
と
い
ふ
事
理
の
当
然

な
り

(4
)

一
歌
は
ま
ろ
く
よ
む
へ
し
角
ら
し
き
処
は
守
の
道
に
あ
ら
す
詞
に
も
心
に
も
円

な
る
と
方
な
る
と
あ
り
思
慮
す
へ
し
円
な
る
は
陽
の
か
た
ち
に
し
て
仁
心
な

り
仁
は
よ
く
万
物
を
や
し
な
ひ
め
-
み
て
道
成
就
す
こ
れ
歌
を
も
て
人
倫
を

や
は
ら
け
し
た
し
む
我
朝
の
道
な
り

(
5
)

一
苛
は
上
よ
り
下
ま
て
よ
み
-
た
し
て
す
ら
-
1
と
滞
』
け
な
善
事
環
の
は
し

な
き
や
う
に
よ
む
へ
し

(
6
)
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一
題
に
む
か
ひ
て
は
先
趣
向
を
よ
く
案
し
極
て
後
詞
を
も
と
む
へ
し
詞
を
さ
き

た
て
1
趣
向
を
後
に
す
れ
は
詞
に
ひ
か
れ
て
実
ぬ
け
正
体
な
き
や
う
に
て
よ

は
し
長
高
-
つ
よ
く
丈
夫
に
よ
む
へ
し
苛
は
詞
や
は
ら
か
な
る
に
よ
り
て
そ

の
こ
ゝ

ろ
え
な
け
れ
は
歌
の
す
か
た
心
ま
て
よ
は
く
て
正
し
か
ら
す

(7
)

1
年
始
の
寄
祝
言
な
と
は
猶
以
ひ
と
き
は
す
か
た
こ
と
葉
』
汁
つ
よ
-
丈
夫
に

長
を
よ
む
へ
し

(8
)

一
花
月
う
た
は
風
流
に
さ
ら
り
と
き
こ
え
て
景
気
に
余
情
ふ
か
く
詠
す

へ
し

(9
)

一
恋
の
歌
は
艶
に
や
さ
し
く
こ
1

ろ
深
く
よ
む
へ
し
さ
れ
と
も
た
は
れ
た
る
は

わ
ろ
し

(
10
)

一
述
懐
無
常
の
う
た
は
そ
の
品
/
ー
に
応
し
て
深
く
味
ひ
て
読
へ
し
希
旅
の
う

た
は
天
子
高
位
た
り
と
も
俺
た
る
や
う
に
よ
ま
さ
れ
は
興
な
し
是
苛
の
寿
命

也

(
ll
)
』
的

1
離
別
の
う
た
は
あ
は
れ
に
心
を
こ
め
て
よ
む
へ
し

(
12
)

一
長
苛
は
あ
ま
り
隈
も
な
く
な
か
き
は
か
へ
り
て
興
な
し
反
苛
に
長
守
の
大
意

の
理
正
し
-
よ
む
へ
し

一
旋
頭
苛
は
古
風
に
よ
ま
さ
れ
は
見
く
る
し

(
13
)

一
古
詩
古
謡
の
こ
～

ろ
を
と
り
詞
を
と
り
て
よ
む
事
い
か
に
も
其
心
を
よ
-
咲

ひ
吟
し
て
耳
に
た
～
さ
る
や
う
に
和
ら
け
て
か
す
か
に
し
か
も
又
其
事
と
聞

る
や
う
に
読
へ
し

(14
)』
汁

一
奇
は
詞
を
か
さ
ね
あ
ま
り
こ
と
は
り
過
た
る
も
あ
し
く
い
ひ
た
ら
さ
る
は
猶

あ
し
-
其
は
と
を
よ
-
味
ひ
て
詠
す
へ
し

(
15
)

一
陽
の
句
と
陰
の
句
と
よ
く
和
合
す
る
を
歌
の
本
体
と
す
上
下
か
け
合
ち
か
ひ

て
は
道
に
た
か
ふ
也

(
16
)

一
秀
逸
の
守
に
は
大
方
序
寄
お
は
し
さ
れ
と
も
序
寄
は
か
り
を
す
き
好
事
は
尉

約
す
へ
し

(
17
)

l
人
に
苛
を
贈
る
に
其
趣
の
も
の
を
よ
み
か
-
し
あ
ら
ぬ
』
師
事
を
い
ひ
て
心

を
そ
れ
と
通
る
や
う
に
い
ひ
め
-
ら
す
も
よ
ろ
し

(
18
)

1
返
苛
は
其
歌
の
こ
と
は
に
あ
は
せ
て
其
心
を
問
答
す
る
や
う
に
よ
み
て
宜
し

又
心
さ
へ
其
返
事
に
応
す
れ
は
異
様
の
こ
と
葉
を
も
て
よ
む
も
面
白
し

(
19
)

一
歌
は
上
下
の
言
葉
の
つ
～

け
か
ら
に
て
つ
よ
く
も
よ
は
-
も
き
こ
ゆ
る
也
又

俗

な
る
詞
も
つ
1
け
か
ら
に
て
優
美
に
艶
に
き
こ
ゆ
る
也
よ
-
心
を
め
-
ら

し

味
ひ
詠
』
付
す
る
事
専
要
也

(
20
)

一
奇
は
千
丈
の
滝
を
見
る
や
う
に
詠
す
へ
し
す
へ
て
風
体
眼
目
也

(
21
)

右
条
目
常
に
わ
す
れ
す
し
て
詠
す
れ
は
読
そ
こ
な
ふ
事
あ
ら
す
よ
-
〈

智

恵
を
は
た
ら
か
し
て
詠
す
へ
し
和
苛
の
秘
事
こ
れ
に
過
へ
か
ら
す
深
-
心
底

に
お
さ
め
て
み
た
り
に
口
よ
り
外
へ
出
す
事
な
か
れ

(
22
)
』
け
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朋
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夫
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弟
』
材
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【執
筆
分
担
】

解
題

･
Ⅰ

解
題

･
Ⅱ

凡
例

翻
刻

校
正

武
井

高
梨

武
井

礎
稿
=
武
井

点
検
=
高
梨

高
梨

･
武
井
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