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先
に
近
世
私
家
集
の
一
で
あ
る
良
玄
の
「
弄
瑛
集
」
に
つ
い
て
の
概
要
を

　
　
〔
1
）

ま
と
め
、
そ
の
延
長
と
し
て
元
禄
年
間
の
私
撰
集
「
細
江
草
」
が
「
弄
瑛
集
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
収
の
良
玄
詠
歌
と
重
な
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。
未
開
拓
の
分
野
の
比
較

的
多
い
と
さ
れ
る
近
世
和
歌
史
研
究
の
一
素
材
と
し
て
、
新
出
の
「
弄
瑛
集
」

に
つ
い
て
も
で
き
る
限
り
多
く
の
補
完
的
な
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
　
本

稿
は
近
く
刊
行
さ
れ
る
『
弄
瑛
集
　
本
文
と
索
引
』
（
和
泉
書
院
刊
）
の
解
題

に
組
み
込
め
な
か
っ
た
補
注
の
一
つ
で
あ
る
。

○

　
大
阪
市
立
大
学
附
属
図
書
館
の
森
文
庫
と
内
閣
文
庫
と
に
良
玄
の
歌
集
が

あ
る
。
前
者
は
「
南
頭
秋
夕
百
首
」
、
後
者
は
「
秋
夕
百
五
十
首
」
と
題
す

る
小
さ
な
歌
集
で
、
い
ず
れ
も
「
弄
瑛
集
」
中
の
「
秋
の
夕
暮
れ
」
を
第
五

句
と
す
る
一
連
の
歌
群
と
重
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
「
稀
書
集
」
写
本

全
五
冊
の
う
ち
、
第
一
綱
目
（
「
弄
瑳
面
上
」
）
の
三
十
丁
（
オ
）
か
ら
七
丁

分
が
「
秋
の
夕
暮
れ
」
歌
選
に
相
当
し
て
お
り
、
こ
れ
と
右
の
二
歌
集
と
を

比
べ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
「
弄
瑛
集
」

の
歌
群
と
重
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
「
弄
玄
関
」
を
も
と
と
し
て
両
歌

集
が
編
ま
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
先
に
何
ら
か
の
「
秋
の
夕
暮
れ
」
群
群

だ
け
を
ま
と
め
た
歌
集
が
あ
っ
た
の
を
「
二
心
集
」
や
両
歌
集
が
各
々
ま
と

め
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
「
弄
瑛
集
」
に
み
ら
れ
る
七
丁
分
の

「
秋
の
夕
暮
れ
」
歌
群
が
、
ま
ず
は
基
本
的
な
か
た
ち
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
「
弄
僕
集
」
に
は
一
連
の
歌
群
の
前
に
や
や
長
文
の
序
が
記
さ
れ
、
お

よ
そ
作
者
で
な
け
れ
ば
述
べ
得
な
い
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
よ
う
に
推
測
す
る
も
の
で
、
こ
の
五
冊
本
の
う
ち
第
五
二
目
の
、
い
わ
ゆ

る
拾
遺
本
以
外
は
良
玄
自
筆
に
成
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
も
有
力
な
裏
付
け
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「弄瑛集」補注

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
序
文
と
は
次
の
と
お
り
。

　
　
　
　
秋
夕

　
　
自
余
の
寄
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
秋
の
夕
ぐ
れ
を
と
ま
り
に
て
や
が
て
そ

　
　
の
心
を
い
ひ
の
べ
ん
と
す
れ
ば
こ
と
に
た
ら
ず
あ
ま
れ
る
や
う
に
お
ぼ

　
　
え
て
身
つ
か
ら
の
心
に
さ
へ
か
な
ひ
が
た
く
侍
る
か
ら
も
し
や
と
思
ひ

　
　
出
る
に
ま
か
せ
て
よ
み
こ
x
う
み
て
書
な
ら
べ
け
る
が
百
五
十
余
首
に

　
　
成
に
け
り
か
く
お
な
じ
こ
と
を
お
ほ
く
い
ふ
に
だ
に
寄
な
ど
い
ふ
べ
き

　
　
は
一
首
も
な
け
れ
ど
そ
の
よ
し
あ
し
を
え
り
わ
か
む
事
さ
へ
我
と
は
わ

　
　
き
ま
へ
侍
ら
ね
ば
し
ば
ら
く
書
つ
け
を
き
て
た
つ
ね
さ
だ
め
ん
と
な
り

　
　
こ
れ
を
お
も
ふ
に
古
人
の
寄
な
ど
の
世
に
い
ひ
つ
た
へ
て
秀
逸
な
る
は

　
　
一
二
首
と
い
へ
ど
も
い
と
大
切
の
事
に
こ
そ
思
ひ
し
り
侍
し
か

「
秋
の
夕
ぐ
れ
を
と
ま
り
に
て
や
が
て
そ
の
心
を
い
ひ
の
べ
ん
」
、
「
も
し
や

と
思
ひ
出
る
に
ま
か
せ
て
よ
み
こ
エ
う
み
て
書
な
ら
べ
け
る
」
な
ど
歌
群
の

創
作
意
図
に
深
く
言
い
及
ん
で
い
る
こ
と
、
「
二
つ
か
ら
の
心
に
さ
へ
か
な

ひ
が
た
く
侍
る
か
ら
」
、
「
寄
な
ど
い
ふ
べ
き
は
一
首
も
な
け
れ
ど
」
と
作
者

な
ら
で
は
の
謙
辞
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
南
何
秋
夕
百

首
」
で
は
「
秋
の
夕
暮
れ
と
い
ふ
を
と
ま
り
に
て
そ
の
心
を
よ
め
る
百
首
歌
」

と
あ
り
、
右
の
序
文
の
冒
頭
近
く
の
箇
所
に
相
当
し
て
い
る
。
羽
山
蘭
子
編

「
細
江
草
」
も
「
粗
暴
集
」
か
ら
二
十
九
首
を
抜
き
出
し
て
い
る
が
、
「
秋

の
夕
暮
れ
」
歌
群
か
ら
五
首
を
一
ま
と
ま
り
の
か
た
ち
で
掲
げ
る
と
き
、
「
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
夕
ぐ
れ
と
い
ふ
事
を
と
ま
り
に
て
百
五
十
余
首
よ
み
け
る
寄
の
う
ち
に
」

と
い
う
詞
書
を
付
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
南
桐
秋
夕
百
首
」
の
序
文
と
相
通

う
も
の
が
あ
る
。
内
閣
文
庫
蔵
「
秋
夕
百
五
十
首
」
に
至
っ
て
は
、
内
題
に

「
秋
夕
和
歌
　
　
良
玄
法
師
」
と
の
み
記
さ
れ
、
ご
く
機
械
的
に
編
ま
れ
て

い
る
集
と
し
か
思
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
音
戸
集
」

の
一
連
の
歌
意
の
か
た
ち
を
も
と
と
し
て
、
「
含
蓄
秋
夕
百
首
」
「
秋
夕
百
五

十
首
」
、
さ
ら
に
は
「
細
江
草
」
が
編
ま
れ
た
と
み
て
大
き
な
誤
り
は
な
か

ろ
う
。

○

　
と
こ
ろ
で
、
「
弄
二
言
」
と
は
良
玄
と
称
し
た
近
世
初
期
に
活
躍
し
た
文

人
の
私
家
集
で
あ
る
。
歌
自
体
は
と
く
に
傑
出
し
た
も
の
は
な
さ
そ
う
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
一
人
物
が
三
千
百
余
首
を
遺
し
て
い
る
と
い
う
事
実
、
そ

し
て
何
よ
り
も
良
玄
な
る
人
物
に
も
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
良
玄
は
も
と
南
砂
（
何
）
と
称
し
、
加
茂
に
住
み
大
い
に
文
芸
活
動
を
展

開
し
て
い
た
。
先
に
触
れ
た
刊
行
予
定
書
の
解
題
の
中
に
、
上
野
洋
三
氏
の

御
法
に
成
る
「
隔
萱
ハ
記
」
に
見
え
る
南
可
（
良
玄
）
の
記
事
を
網
羅
し
た
詳

細
な
南
可
年
譜
を
戴
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
を
一
覧
す
る
こ
と
で
彼
の
活

動
内
容
の
全
貌
が
容
易
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

か
ね
て
か
ら
も
南
可
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
な
が
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
、
文
芸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

活
動
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
弄
瑛
集
」
が
出

現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
活
動
の
具
体
的
内
容
が
一
挙
に
鮮
明
に
な
っ
た
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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中西健治
　
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
事
実
と
し
て
、
南
可
自
ら
が
筆
を
執
り
多
く
の
和
歌

に
関
す
る
写
本
を
校
合
し
、
識
語
を
付
し
て
い
る
こ
と
も
判
明
し
た
。
財
団

法
人
青
山
会
の
管
理
に
か
か
る
桂
園
舎
文
庫
の
写
本
・
版
本
群
の
う
ち
、
主

と
し
て
歌
書
の
写
本
に
コ
校
了
」
と
か
「
旦
一
校
」
と
墨
書
し
、
そ
の
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
）

に
南
可
と
判
読
で
き
る
小
さ
な
朱
印
を
捺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
南

可
校
合
本
の
詳
細
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
ざ
る
を
得
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の

少
な
か
ら
ざ
る
点
数
の
南
三
校
合
本
を
具
さ
に
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
彼

の
活
動
の
実
体
が
よ
り
確
か
に
判
明
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
ろ
う
。

○

　
本
題
に
も
ど
ろ
う
。

　
大
阪
市
大
の
森
文
庫
蔵
「
南
何
秋
夕
百
首
」
（
九
二
・
一
五
八
・
N
I
S
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
、
「
春
曙
百
首
」
「
新
題
百
首
」
（
い
ず
れ
も
蘭
洲
桂
山
の
作
）
と
合
綴
さ
れ

て
い
る
。
内
題
は
無
く
、
詞
書
に
続
い
て
百
首
の
和
歌
が
七
丁
に
書
写
さ
れ

て
い
る
。
「
弄
瑛
集
」
と
の
若
干
の
歌
順
の
異
同
の
他
は
、
歌
に
つ
い
て
は

と
く
に
問
題
と
す
る
べ
き
箇
所
は
な
い
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
百
首
歌

の
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
三
行
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
右
之
百
首
良
玄
法
師
鳥
寄
也

　
　
干
時
寛
文
十
二
年
冬
　
従
五
位
下
保
岳
廿
二
歳

　
　
良
玄
旧
名
南
桐
又
ハ
保
葉
又
ハ
保
岳
と
云

こ
の
三
行
は
奥
書
と
い
う
に
は
い
さ
さ
か
不
十
分
な
記
述
で
、
一
行
目
は
書

物
の
内
容
、
二
行
目
は
こ
れ
を
書
写
し
た
年
時
と
書
写
者
、
三
行
目
は
書
写

者
に
つ
い
て
の
考
証
か
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
本
書
の
祖
本
に
こ
の
三
行

が
も
と
か
ら
並
ん
で
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
少
な
く
と
も
一
、
二
行
目
と

三
行
目
の
記
さ
れ
た
時
期
は
異
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
、
一
行
目

と
二
行
目
に
つ
い
て
も
吟
味
を
要
し
よ
う
。
あ
た
か
も
こ
の
箇
所
の
上
部
に

小
竹
園
主
人
、
森
繁
夫
氏
自
ら
の
考
証
付
箋
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
曰
く
、

　
　
右
手
百
首
云
≧
ノ
一
言
出
「
干
時
寛
文
十
二
年
冬
…
…
」
ノ
行
ノ
次
二

　
　
書
ク
ベ
カ
リ
シ
ナ
リ
　
保
岳
ノ
伝
唱
賀
茂
社
家
野
鳥
テ
判
明
、
カ
ー
ド

　
　
ニ
詳
記
セ
リ
寛
文
十
二
、
廿
二
歳
モ
合
致
セ
リ
、
カ
ー
ド
錦
織
保
葉
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ス
フ
サ

　
　
照
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
竹
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

小
竹
園
と
は
「
大
阪
近
辺
で
は
屈
指
の
民
間
蔵
書
家
と
し
て
知
ら
れ
た
」
森

繁
夫
氏
の
号
。
「
日
本
に
お
け
る
主
と
し
て
近
世
以
降
の
有
名
無
名
の
文
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

学
者
ら
の
伝
記
資
料
に
な
る
も
の
を
た
ん
ね
ん
に
収
め
て
い
る
」
文
庫
と
し

て
森
文
庫
は
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
森
氏
自
ら
筆
を
執
り
、
錦
織
霜
葉
を
直

心
、
南
何
、
そ
し
て
良
玄
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
保
岳
の
伝

記
を
も
確
認
さ
れ
、
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
に
二
十
二
歳
な
る
こ
と
も

符
合
す
る
こ
と
か
ら
、
い
よ
い
よ
誤
り
な
き
も
の
と
し
て
カ
ー
ド
に
記
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

た
う
え
で
こ
の
筍
記
を
貼
付
さ
れ
た
も
の
と
思
し
い
。
た
し
か
に
、
例
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

『
近
世
人
名
録
集
成
』
を
み
る
と
次
の
よ
う
に
あ
る
。

㎜
鋸
噺
傭
駕
・
・
岡
本
姓
加
茂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
安
四
辛
卯
年
（
二
三
＝
）
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
徳
五
乙
未
年
（
二
三
七
五
）
九
月
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「弄瑛集」補注

初
名
保
岳
、
保
丘
祢
采
女

号
南
何

十
二
日
残
　
六
五
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
良
玄

　
　
有
栖
川
宮
家
侍
臣
譜
　
　
　
加
茂
県
主
年
齢
次
方

こ
れ
は
こ
れ
で
尊
重
す
べ
き
記
録
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
二
葉
は
記
す
ご

と
く
六
十
五
歳
で
没
し
て
い
る
。
一
方
、
「
弄
瑛
集
」
を
編
ん
だ
良
玄
は
明

ら
か
に
六
十
五
歳
以
上
で
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
り
、
「
弄
瑛
集
」
第

四
冊
目
の
写
本
（
「
続
弄
瑛
集
下
」
）
の
奥
書
に
は
「
延
宝
三
酉
五
月
下
旬

於
遠
州
浜
松
城
下
書
之
　
七
十
才
　
良
玄
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
錦
織
一
葉

は
「
弄
瑛
集
」
作
者
と
は
ま
っ
た
く
の
別
人
で
あ
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な

　
　
　
　
（
1
2
）

い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
何
故
に
か
よ
う
な
奥
書
め
い
た
も
の
が
記
さ
れ
た
の
か
が
問
わ

れ
よ
う
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
一
つ
と
し
て
は
、
森
氏
の
見
解
と
異
な
り
、

も
と
も
と
一
、
二
行
は
こ
の
順
で
並
ん
で
い
た
と
み
て
、
あ
る
い
は
寛
文
十

二
年
に
保
岳
が
筆
写
し
た
の
で
は
な
い
か
と
み
る
こ
と
、
即
ち
、
寛
文
十
二

年
冬
、
二
十
二
歳
で
あ
っ
た
保
岳
は
、
存
命
し
活
躍
中
の
良
玄
の
歌
集
を
手

習
と
す
る
べ
く
写
し
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
る
の
で
あ
る
。
当
然
、
良

玄
と
保
岳
と
は
別
の
人
物
で
あ
る
。
げ
ん
に
、
黒
田
月
洞
軒
の
狂
歌
集
「

お
お
う
ち
わ

大
団
」
の
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
の
条
に
、
「
良
玄
と
い
ふ
人
、
秋
の
ゆ

ふ
ぐ
れ
と
い
ふ
こ
と
を
五
句
め
に
よ
み
ぬ
る
歌
百
五
十
首
よ
み
て
集
に
せ
し

を
見
て
」
と
詞
書
し
て
、
「
百
五
十
首
露
を
つ
ら
ぬ
く
こ
と
の
葉
は
な
が
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
う
ち
に
あ
き
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
と
詠
ん
で
い
る
「
集
」
と
は
、
お
そ
ら
く
「
秋

の
夕
暮
れ
」
歌
群
を
指
し
、
そ
れ
は
ま
た
「
弄
瑛
集
」
に
組
み
込
ま
れ
る
以

前
の
本
か
、
あ
る
い
は
そ
の
歌
群
の
み
で
一
本
に
仕
立
て
た
歌
集
の
こ
と
を

さ
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
月
洞
軒
自
身
は
と
も
か
く
も
独
立
し
た

「
集
」
を
見
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
支
え
と
し
て

さ
ら
に
推
測
す
れ
ば
、
こ
の
記
事
よ
り
少
し
前
の
寛
文
年
間
に
も
「
集
」
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
皆
無
と
は
い
え
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の
一
、

二
行
を
無
下
に
退
け
て
し
ま
う
に
は
し
の
び
な
い
。
「
右
之
百
首
良
玄
法
師

詠
三
一
」
と
す
る
記
述
に
は
、
良
玄
の
多
く
の
歌
の
中
か
ら
抜
き
だ
し
た
独

立
し
た
「
集
」
で
あ
る
こ
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
感
じ
と
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
森
氏
の
指
摘
ど
お
り
本
歌
集
が
寛
文
十
二
年
に
書
写
さ
れ
、
そ

の
後
何
ら
か
の
機
会
に
こ
れ
が
良
玄
法
師
の
歌
と
わ
か
っ
て
付
記
さ
れ
、
南

岳
が
良
玄
と
改
号
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
後
人
の
さ
か
し
ら
に
発
し
て
最

後
の
一
行
が
考
証
的
に
追
加
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
で
き
よ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
小
竹
園
主
人
の
付
箋
に
発
展
し
た
の
は
三
行
目
の
考
証

文
で
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

○

内
閣
文
庫
蔵
「
秋
夕
百
五
十
首
」
（
和
二
五
六
一
二
〇
）
も
ま
た
、
良
玄
の

「
秋
の
夕
暮
れ
」
歌
島
を
収
め
て
い
る
。

本
書
の
表
記
上
の
特
徴
は
仮
名
表
記
が
多
く
、
「
弄
瑛
集
」
が
表
記
の
点
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に
ま
で
配
慮
し
て
い
る
の
と
違
い
、
止
句
と
下
句
と
を
一
行
ず
つ
に
書
き
、

流
麗
な
筆
致
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
南
可
自
筆
の
「
弄
瑛
集
」
で
は
第
一
首
目

か
ら
百
首
は
「
秋
の
夕
暮
」
、
続
く
五
十
首
の
第
五
句
は
「
妹
の
夕
暮
」
と

表
記
し
、
残
り
の
二
首
を
「
あ
き
の
夕
暮
」
と
書
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
秋
夕
百
五
十
首
」
で
は
、
「
あ
き
の
夕
く
れ
」
「
秋
の
夕
く
れ
」
「
あ
き
の

ゆ
ふ
く
れ
」
「
あ
き
の
夕
暮
」
な
ど
と
種
々
の
表
記
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
弄
僕
集
」
は
良
玄
自
筆
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
表
記
の
点
に
ま
で
意
が
払
わ

れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
「
秋
夕
百
五
十
首
」
は
表
題
と
は
異
な
り
、
百
五
十
一
首
を
収
め

て
い
る
。
「
弄
瑛
集
」
で
は
百
五
十
二
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

末
尾
の
一
首
を
脱
落
さ
せ
て
い
る
。
い
ま
歌
順
と
い
う
問
題
に
絞
っ
て
検
討
　
　
D

す
る
な
ら
ば
、
大
旨
「
弄
瑛
集
」
百
五
十
二
首
の
歌
順
に
等
し
い
よ
う
に
見
　
　
俵

受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
若
干
の
異
同
が
あ
る
。
そ
の
歌
順
異
同
に
関
す
る
箇

所
の
み
が
分
か
る
よ
う
に
先
の
「
南
何
秋
夕
百
首
」
を
含
め
、
表
を
作
成
し

た
。
（
表
－
参
照
）

「
南
何
秋
夕
百
首
」
は
あ
ら
か
じ
め
百
五
十
二
首
の
中
か
ら
百
首
を
採
る
方

針
で
あ
っ
た
た
め
か
、
ち
ょ
う
ど
百
首
目
ま
で
を
抜
き
出
し
て
い
る
。
た
だ
、

本
来
、
三
八
麺
の
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
四
六
五
が
あ
り
、
四
六
四
の
と
こ
ろ

に
四
六
六
、
四
六
五
の
と
こ
ろ
に
四
六
四
、
四
六
六
の
と
こ
ろ
に
三
八
九
が

あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
い
さ
さ
か
の
く
い
違
い
が
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
、
う
ま
く
説
明
は
つ
き
そ
う
に
な
い
け
れ
ど
も
、
何
ら
か

の
書
写
の
際
の
単
純
な
過
失
と
、
一
応
、
み
て
お
こ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
く

「三二集」 「秋夕百五十首」」 「南桐秋夕百首」 「細江草」

376 376 3　76 526
377 3　7　7 377 527
378 378 3　78 528
3　79 379 379 530
380 38　0 380 ●

38　1 38　1 381 529

388 388 3　88
389 3　89 465
390 390 390
463 463 463
464 464 466
465 4　6　5 464
466 466 3　89

475 475 4　7　5

493 493
494 ●

495 4　9　5

50　2 50　2
503 ●

504 504

524 524
525 52　6
526 52　5
527 527

● 2747

19

・数字は「弄瑛集」の通し番号。「細江草」は『近世和歌撰集集成』の番号による。
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「弄瑛集」補注

ま
で
も
「
弄
僕
集
」
を
基
準
に
し
た
考
え
で
あ
っ
て
、
「
南
桐
秋
夕
百
首
」

が
現
存
「
弄
瑛
集
」
と
は
別
の
本
に
依
っ
て
い
る
こ
と
が
仮
に
明
ら
か
に
な

っ
た
な
ら
ば
、
改
め
て
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
秋
夕
百
五
十
首
」
で
は
「
弄
伍
々
」
所
収
歌
全
体
を

収
め
る
態
度
で
臨
ん
だ
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
中
に
四
九
四
（
一
一
九
首

目
）
と
五
〇
三
（
一
二
八
首
目
）
の
歌
を
欠
落
さ
せ
、
五
二
五
と
五
二
六
の

歌
順
を
逆
に
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ご
く
単
純
な
過
失
と
み
ら
れ
よ
う
か
。
た

だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
最
末
尾
の
歌
が
「
弄
瑛
集
」
に
は
見
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
見
ら
れ
な
い
と
い
う
言
い
方
は
適
当
で
は
な
く
、

「
ま
れ
に
き
て
と
ふ
人
も
な
し
八
十
ま
で
い
く
田
の
も
り
の
秋
の
夕
ぐ
れ
」

の
歌
は
、
実
は
「
弄
甲
乙
」
写
本
五
冊
の
う
ち
の
、
い
わ
ゆ
る
拾
遺
本
に
存

在
す
る
歌
（
二
七
四
七
）
な
の
で
あ
る
。

　
拾
遺
本
は
そ
の
写
本
の
表
紙
中
央
に
「
続
弄
瑛
集
」
と
外
題
を
墨
書
し
、

そ
の
右
肩
と
下
方
に
そ
れ
ぞ
れ
「
四
冊
之
外
」
「
滅
後
門
弟
子
拾
遺
之
」
と

付
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
拾
遺
本
は
良
玄
の
自
撰
か
ら
外
れ
た
歌
、

あ
る
い
は
、
晩
年
の
歌
稿
か
ら
門
人
に
よ
っ
て
撰
ば
れ
編
ま
れ
た
歌
集
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
「
秋
夕
百
五
十
首
」
編
者
は
「
弄
雪
叩
」
の
「
秋
の
夕
暮
れ
」
歌
群
（
あ

る
い
は
「
秋
の
夕
暮
」
集
）
を
眺
め
、
そ
の
全
体
を
採
っ
た
う
え
で
、
末
尾

に
拾
遺
本
に
「
秋
夕
」
と
題
す
る
十
六
首
の
う
ち
の
一
首
を
撰
び
出
し
て
集

の
樟
尾
を
飾
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
「
ま
れ
に
き
て
」

の
歌
が
と
り
わ
け
優
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
四
九
四
、
五
〇
三
の
二
首
を

脱
落
さ
せ
た
た
め
、
結
果
と
し
て
百
五
十
首
に
一
首
足
り
な
い
こ
と
に
な
り
、

拾
遺
本
の
「
秋
夕
」
歌
群
を
参
照
し
た
と
い
う
の
が
、
案
外
、
真
相
な
の
か

も
知
れ
な
い
。
も
っ
と
も
「
秋
夕
百
五
十
首
」
の
依
っ
た
も
の
が
、
「
ま
れ

に
き
て
」
の
歌
を
も
収
め
た
歌
群
の
か
た
ち
で
あ
れ
ば
話
は
別
で
あ
る
。
し

か
し
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な
本
は
他
に
見
当
ら
な
い
し
、
良
玄
の
八
十

歳
の
賀
は
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
に
祝
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
拾
遺
本
の
記

　
（
1
5
）

事
か
ら
窺
わ
れ
、
そ
れ
以
降
の
確
か
な
年
代
の
歌
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

「
ま
れ
に
き
て
」
の
一
首
は
お
そ
ら
く
良
玄
最
晩
年
の
歌
と
思
し
い
と
い
う

こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
「
秋
夕
百
五
十
首
」
編
者
が
と
く
に
末
尾
に
加

え
た
特
別
な
一
首
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
な
考

え
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
か
く
も
「
秋
夕
百
五
十
首
」

に
は
、
あ
る
意
味
で
の
編
纂
意
識
が
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

○

　
と
こ
ろ
で
、
「
弄
瑛
集
」
写
本
五
冊
は
、
現
在
、
兵
庫
県
立
篠
山
鳳
鳴
高

等
学
校
の
青
山
記
念
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
「
青
山
本
」
と
略
称
）

が
、
別
に
も
う
一
本
が
あ
る
。
青
山
記
念
文
庫
と
兄
弟
関
係
に
あ
る
桂
園
舎

文
庫
所
蔵
本
（
以
下
、
「
桂
園
本
」
と
略
称
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
正
確
に
は
青

山
本
「
田
無
集
」
上
・
下
に
対
応
す
る
写
本
一
冊
、
「
続
弄
同
質
」
上
・
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
対
応
す
る
写
本
二
冊
の
計
三
冊
で
、
青
山
本
は
拾
遺
本
を
除
く
四
冊
が
良

玄
自
筆
で
あ
る
の
に
対
し
、
桂
園
本
は
別
人
の
手
で
あ
る
。
自
作
の
詠
歌
を
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撰
集
し
書
き
留
め
よ
う
と
し
て
い
る
青
山
本
に
は
良
玄
の
の
び
の
び
と
し
た

筆
遣
い
や
書
き
込
み
な
ど
が
見
受
け
ら
れ
る
の
に
比
べ
、
桂
園
本
に
は
そ
の

雰
囲
気
は
取
り
除
か
れ
、
で
き
る
か
ぎ
り
祖
本
に
忠
実
に
写
し
と
ろ
う
と
す

る
筆
致
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
秋
の
夕
暮
れ
」
歌
群
に
つ
い

て
両
本
を
仔
細
に
校
合
し
て
み
る
な
ら
ば
、
当
然
、
若
干
の
異
同
を
見
い
だ

す
こ
と
は
で
き
る
。
示
せ
ば
次
の
と
お
り
。

ω
歌
順
の
相
異

　
青
山
本
　
　
三
八
二
・
三
八
三

　
桂
園
本
　
　
三
八
三
・
三
八
二

②
朱
傍
線
の
有
無

　
青
山
本
　
「
忘
れ
な
む
と
す
れ
ば
か
二
る
心
か
な
　
あ
な
い
ひ
し
ら
ず
秋

　
　
　
　
　
の
夕
暮
」
（
四
二
三
）
…
…
…
右
傍
題
二
「
続
古
有
同
等
寄
」

　
　
　
　
　
ト
二
野
、
歌
全
体
二
朱
線
ヲ
施
ス

　
桂
園
本
　
四
二
一
ニ
ノ
歌
ノ
ミ

㈹
　
ミ
セ
ケ
チ
・
書
き
込
み
の
有
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
さ
　
や

　
青
山
本
　
　
「
う
き
に
そ
ふ
あ
は
れ
よ
さ
れ
ば
…
…
」
（
四
四
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≧
　
　
～
　
　
ξ

　
桂
園
本
　
　
「
う
き
に
そ
ふ
あ
は
れ
よ
い
さ
や
…
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
青
山
本
　
　
「
柴
の
戸
の
垣
ね
と
び
か
ふ
む
ら
す
ゴ
め
を
の
色
さ
へ
…
…
」

　
　
　
　
　
（
五
一
四
）
…
…
…
「
の
色
」
ヲ
一
筆
デ
続
ケ
、
「
の
」
ノ
右
傍

　
　
　
　
　
下
二
「
か
」
ヲ
小
サ
ク
墨
書
ス
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
ノ
マ
へ

　
桂
園
本
　
　
「
柴
の
戸
の
垣
ね
と
び
か
ふ
む
ら
す
ゴ
め
を
の
色
さ
へ
…
…
」

ω
表
記
の
相
異

　
○
第
五
句
「
秋
の
夕
暮
」
に
つ
い
て

　
　
青
山
本
　
　
「
秋
の
夕
暮
」
（
一
首
目
か
ら
百
首
目
ま
で
）

　
　
　
　
　
　
「
妹
の
夕
暮
」
（
続
く
百
五
＋
首
目
ま
で
）

　
　
　
　
　
　
「
あ
き
の
夕
暮
」
（
残
り
二
首
）

　
　
桂
園
本
　
　
「
秋
の
夕
暮
」
（
一
首
目
か
ら
百
首
目
ま
で
）

　
　
　
　
　
　
「
妹
の
夕
暮
」
（
続
く
百
五
十
首
目
ま
で
。
但
し
、
百
四
、
百
六
、

　
　
　
　
　
　
百
七
、
百
八
、
百
十
三
、
百
十
五
、
百
十
六
、
百
十
九
首
目
の
八

　
　
　
　
　
　
首
は
「
秋
の
夕
暮
」
）

　
　
　
　
　
　
「
あ
き
の
夕
暮
」
（
残
り
二
首
）

　
○
そ
の
他

　
　
青
山
本
　
　
「
我
袖
の
つ
ゆ
だ
に
あ
ま
る
…
…
」
（
三
九
九
）

　
　
桂
園
本
　
　
「
我
袖
の
露
だ
に
あ
ま
る
」

　
　
青
山
本
　
　
「
う
し
と
い
ひ
あ
は
れ
と
い
ふ
も
身
を
思
ふ
ご
x
ろ
の
ほ
か

　
　
　
　
　
　
…
…
」
（
五
二
三
）

　
　
桂
園
本
　
　
「
…
…
身
を
思
ふ
心
の
ほ
か
の
…
…
」

百
五
十
二
首
中
、
穿
馨
し
て
こ
れ
だ
け
の
異
同
箇
所
し
か
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
歌
順
の
過
失
は
措
く
と
し
て
、
桂
園
本
が
祖
本
を
重
視
し
つ
つ
書
写
し

て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

○

2
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
捌

最
後
に
「
南
何
秋
夕
百
首
」
「
秋
夕
百
五
十
首
」
、
青
山
本
、
桂
園
本
の
四
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本
を
、
青
山
本
を
底
本
と
し
て
校
合
し
、
異
同
の
あ
る
部
分
を
抜
き
出
し
て

列
挙
し
て
お
こ
う
。
他
の
三
本
は
右
に
挙
げ
た
順
に
、
「
南
」
「
秋
」
「
桂
」

で
略
称
し
、
番
号
は
「
弄
瑛
集
」
の
通
し
番
号
に
よ
る
。

三
九
〇
　
わ
き
て
な
と
な
か
め
わ
ふ
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
は

　
　
　
　
（
南
）
　
わ
き
て
な
と
　
　
（
秋
・
桂
）
　
　
わ
き
て
な
と

三
九
八
　
吹
か
へ
す
葛
の
う
ら
風
こ
れ
も
又

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
も
さ
は

　
　
　
　
（
南
）
　
を
の
れ
さ
へ
　
　
（
秋
）
　
こ
れ
も
ま
た
　
　
　
（
桂
）

　
　
　
　
こ
れ
も
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

四
〇
一

四
二
四

四
三
三

四
四
五

四
四
七

四
五
九

う
か
り
け
る
世
に
は
こ
玉
ろ
を
残
さ
し
の
ね
か
ひ
に
か
な
ふ

①
（
南
）
　
お
も
ひ
を
　

（
秋
・
桂
）
　
こ
Σ
ろ
を

②
（
南
）
　
心
に
　

（
秋
・
桂
）
　
ね
か
ひ
に

な
れ
た
に
も
な
く
ね
は
よ
き
よ

（
南
）
　
声
を
は
　
　
　
（
秋
）
　
鳴
音
は
　
　
　
（
桂
）
　
な
く
ね

はい
つ
と
な
く
思
ひ
は
た
ぬ
身
の
う
さ
に
な
れ
す
は
い
か
に

　
　
　
　
　
　
　
は

（
南
）
　
な
れ
す
か
　
　
　
（
秋
・
桂
）
　
な
れ
す
は

松
風
の
を
と
す
る
か
た
を

（
南
・
桂
）
　
松
風
の
　
　
（
秋
）
　
松
風
に

い
て
さ
ら
は
あ
る
に
ま
か
せ
ん

（
南
）
　
い
さ
x
ら
は
　
　
　
（
秋
・
桂
）
　
い
て
さ
ら
は

わ
か
れ
つ
る
あ
か
つ
き
は
か
り
う
き
物
と

四
六
三

四
七
九

四
九
一

四
九
六

五
〇
〇

（
南
）
　
う
き
も
の
と
　
　
　
（
秋
）
　
う
き
も
の
は

　
う
き
物
と

う
き
こ
と
の
数
そ
ふ
の
み
は
い
つ
は
り
の

（
南
）
　
の
み
か
　
　
（
秋
・
桂
）
　
の
み
は

そ
の
こ
と
x
思
ひ
も
わ
か
て
な
か
む
る
は

（
秋
）
　
な
か
む
れ
は
　
　
（
桂
）
　
な
か
む
る
は

身
ひ
と
つ
の
う
き
に
も
人
の
つ
ら
さ
に
も

（
秋
）
　
つ
ら
き
　
　
　
（
桂
）
　
つ
ら
さ

空
た
か
く
つ
ら
に
を
く
る
x
鴉
の
声
そ
を
た
に
よ
き
よ

（
秋
）
　
そ
な
た
に
　
　
（
桂
）
　
そ
を
た
に

思
ひ
や
る
か
ひ
も
あ
ら
し
な
さ
ひ
し
さ
は

（
秋
）
　
あ
か
し
な
　
　
（
桂
）
　
あ
ら
し
な

（
桂
）

　
　
　
○

　
以
上
、
「
弄
瑛
集
」
に
み
ら
れ
る
「
秋
の
夕
暮
れ
」
歌
群
に
つ
い
て
知
り

得
た
若
干
の
事
柄
を
覚
え
書
き
と
し
て
記
し
て
お
い
た
。
良
玄
（
南
可
）
の

文
芸
活
動
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て
の
「
弄
学
業
」
に
つ
い
て
は
、
ま

だ
ま
だ
多
く
の
検
討
課
題
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
加
え
て
、
南
可
自
ら
が
校

訂
し
た
写
本
群
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
究
明
が
侯
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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西健治中

注（
1
）
拙
稿
「
青
山
記
念
文
庫
蔵
弄
瑛
集
研
究
序
説
」
（
「
兵
庫
国
漢
」
第
三
十
五

　
号
、
平
成
元
年
三
月
）

（
2
）
　
拙
稿
「
『
細
江
草
』
所
収
の
良
玄
詠
歌
」
（
「
相
愛
国
文
」
第
四
号
、
平
成
三

　
年
三
月
）

（
3
）
　
右
が
「
弄
瑛
集
」
の
筆
跡
、
左
が
南
可
の
印
を
捺
す
「
古
今
口
伝
集
」
（
青

　
山
記
念
文
庫
蔵
）
の
識
語
の
筆
跡
で
あ
る
。

審
ざ
く
戸
吸
脅
一
あ
－
宕
ず
劾
三
管
孟
）
望
」
・
鴇
の
・
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
，
、
右

　
　
　
　
玖
乃
桑
じ

自
拷
・
三
悪
哨
’
丈
量
以
誰
像
命
書
置
イ
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拓
劇

心
棒
蓮
ゑ
弟
臨
や
世
道
躯
序
泊
誰
人
礼
測

弊
即
知
．
刃
乱
髪
門
気
前
知
多
重
量
豹

濃
州
チ
黄
不
易
く
輸
予
　
　
　
　
　
診

（
4
）
　
上
野
洋
三
氏
編
『
近
世
和
歌
撰
集
集
成
』
（
地
下
編
）
所
収
の
「
細
江
草
」

　
に
よ
る
。
「
秋
の
夕
暮
」
の
五
首
は
右
書
の
鵬
か
ら
珊
に
見
え
る
。

（
5
）
　
「
古
今
夷
曲
集
」
に
は
南
可
の
狂
歌
が
収
め
ら
れ
、
「
隔
莫
記
」
に
も
度
々

　
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
田
中
善
信
氏
著
『
初
期
量
譜
の
展
開
』
所
収
「
『
隔

　
莫
記
』
の
連
俳
資
料
（
三
）
一
周
令
と
南
可
　
　
」
に
も
言
及
が
な
さ
れ
て

　
い
る
。

（
6
）
　
注
（
3
）
参
照
。
参
考
ま
で
に
も
う
一
例
を
示
し
て
お
く
。
（
青
山
記
念
文

　
庫
蔵
「
源
氏
物
語
男
女
装
束
抄
」
よ
り
）
）

諦
後
を
緊
な
可
馨
ギ
ん

一
双
愚

　
　
な
お
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
上
野
洋
三
氏
の
研
究
が
あ
る
。
（
平
成
三
年

　
十
一
月
三
十
日
、
十
二
月
一
日
に
鹿
児
島
大
学
で
開
か
れ
た
日
本
近
世
文
学
会

　
秋
季
大
会
で
、
「
賀
茂
の
南
面
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
）
桂

　
園
舎
文
庫
の
所
蔵
本
に
は
、
南
可
の
手
を
経
て
い
る
写
本
が
多
く
見
出
さ
れ
て

　
い
る
。
そ
の
多
く
は
和
歌
に
関
す
る
本
で
あ
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
文
庫
の
所
蔵
本
に
つ
い
て
は
目
下
、
上
野
氏
と
筆
者
と
が
共
同
で
目
録
作
成

　
に
向
け
て
準
備
中
で
あ
る
。

（
7
）
　
五
井
蘭
洲
（
元
禄
一
〇
年
〈
一
六
九
七
＞
1
宝
暦
一
二
年
〈
一
七
六
二
〉
）

　
の
こ
と
か
。

（
8
）
　
神
作
光
一
氏
監
修
『
全
国
『
文
庫
・
図
書
館
』
ガ
イ
ド
』
（
一
八
九
頁
）

（
9
）
　
注
（
8
）
に
同
じ
。

（
1
0
）
　
森
繁
夫
氏
は
『
欝
歌
人
評
伝
篇
』
（
昭
・
6
刊
）
所
収
の
「
近
世
歌
人
人
名

　
辞
彙
」
や
『
古
筆
鑑
定
と
極
印
』
（
昭
・
1
8
刊
）
な
ど
を
執
筆
・
出
版
さ
れ
て

　
い
る
よ
う
に
、
人
物
考
証
の
面
に
詳
し
い
研
究
者
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
『
近
世
人
名
録
集
成
』
（
二
＝
二
頁
）

（
1
2
）
良
玄
は
延
宝
辛
酉
（
天
和
元
年
企
六
八
一
〉
）
に
七
十
歳
で
あ
る
こ
と
か

　
ら
、
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
に
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
錦
織

　
保
葉
の
生
誕
は
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
で
あ
り
、
両
者
に
は
約
四
十
年
の
差

　
が
あ
る
。

（
1
3
）
　
狂
歌
大
観
刊
行
会
編
『
狂
歌
大
観
』
所
収
「
大
団
」
に
よ
る
。

（
1
4
）
　
こ
の
番
号
は
「
弄
当
薬
」
写
本
五
冊
に
つ
い
て
全
歌
を
整
理
す
る
た
め
に

　
付
し
た
通
し
番
号
で
あ
る
。
以
下
、
と
く
に
断
わ
ら
な
い
限
り
同
じ
。
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（
1
5
）
　
次
の
歌
が
元
禄
四
年
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
「
　
　
八
十
の
と
し
ほ
と
瓦
ぎ
す
を
　
　
　
忍
び
音
は
先
こ
玉
に
な
け
時
鳥
さ

　
月
ま
つ
べ
き
わ
が
い
の
ち
か
は
　
」
（
二
六
四
九
）

（
1
6
）
　
書
誌
の
概
略
は
次
の
と
お
り
。

　
　
「
弄
瑛
集
」
…
…
…
袋
綴
、
二
七
・
七
×
二
〇
・
四
糎
、
半
丁
十
一
行
、
八
十

　
四
丁
、
一
首
一
行
書
、
外
題
左
肩
直
書
、
内
題
ナ
シ

　
　
「
続
弄
瑛
集
」
…
…
…
袋
綴
、
二
八
・
五
×
二
〇
・
七
糎
、
半
丁
十
一
行
、
五

　
十
九
丁
（
六
十
九
丁
）
、
題
策
左
肩
（
「
上
」
「
下
」
ハ
直
書
）

（
1
7
）
　
続
古
今
集
巻
四
・
秋
上
の
「
そ
で
の
う
へ
に
と
す
れ
ば
か
か
る
な
み
だ
か

　
な
あ
な
い
ひ
し
ら
ず
秋
の
夕
ぐ
れ
」
（
中
務
卿
親
王
）
と
の
類
似
を
さ
す
。

（
付
記
）

本
稿
は
相
愛
大
学
特
別
研
究
助
成

（
平
成
三
年
度
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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