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「短
歌
と
書
三

口

化
国
大
臣
の
御
計
に
始
め
て
参
つ
た
る
仕
の
名
簿

の
は
じ
書
に

「
能
は
歌

よ
み
‐
と
書
き
た
０
け
り
，
秋
の
は
じ
め
に
　
南
段
に
出
で
て
機
織
の
鳴

く
を
受
し
て
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
暮
れ
け
れ
ば

一
下
＝
ｒ
に
人
参
れ

一

と
せ
ら
れ
け
り
．
「
成
人
五
住
た
が
ひ
て
人
も
候
は
ず
」
と
中
し
て
こ
の

待

の
参
り
た
る
を

「
た
だ
お
の
れ
お
ろ
せ
」
と
あ
り
け
れ
ば
　
ま
ゐ
り
た

る
に
、
「
汝
は
歌
よ
み
と
な
」
と
あ
り
け
れ
ば
　
畏
り
て
格
子
お
ろ
し
さ

し
て
候
ふ
に
、
「
」
の
機
織
を
ば
間
く
や
．　
一
首

つ
か
う
ま

つ
た
」
と
仰

せ
ら
れ
け
れ
ば
　
「
青
柳
の

一
と
に
文
字
を
出
し
た
る
を
、
候
ひ
け
る
女

一房
達
、
折
に
合
は
す
と
思
ひ
た
り
げ
に
て
実
０
出
で
た
り
け
る
を
、
一
物

を
聞
き
果
で
で
実
ふ
や
う
や
は
あ
る
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
「
と
く
仕
う
ま

つ
れ
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば

青
柳
の
緑
の
糸
を
く
り
か

へ
し
夏
経
て

，
そ

は
た
織
は
鳴
く

と
詠
み
た
り
け
れ
は
　
萩
お
り
た
る
●
■
を
お
し
出
し
て
賜
は
せ
て
け
り
，

と
あ
る
な
ど
は
、
後
に
あ
る

「
秋
書

の
上
」
と

い
う
話
と
並
ん
で
　
当
時
か
ら

相
当
有
名
な
話
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
ら
し

い
が
、
こ
れ
は

「十
訓
抄
」

の

話
が
な
け
れ
ば
遺
り
も
し
な

い

一
前
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な

い
．

こ
ん
な
例
は
こ
の
辺
で
や
０
　
自
作
の
歌
を
書
き
葉
め
て
み
す
か
ら
保

，
す

る
以
外
の
歌
集
　
す
な
わ
ち
編
■
さ
れ
た
欧
集
は
歌
を
愉
し
み
た

い
人
、
歌
を

作
り
た
い
人
の
た
め
に
　
そ
の
■
例
集
と
し
て
　
勅
撰
の
集
も
ど
の
く
ら
い
人

量
な
写
本
が
ｔ
ら
れ
た
か
　
お
そ
』
く
想
像
外

の
大
量
で
あ

っ
た
と
思
う
が

●
か
し
は
紙
と

い
う
も

の
が
非
常
に
貴
重
な
も

の
で
あ

っ
て
、
万
葉
初
期
時
分

に
は
官
庁
の
公
Ｈ
文
書
で
も
■
方
型
の
薄

い
木
片
で

一ボ
簡
と

い
う
）
普
か
れ

て
い
た
く
ら
い
で
、
勅
ｍ
の
占
写
任
な
ど
を
見
て
も
そ
の
写
経
料
紙
の
出
和
は

随
分
腋
重
で
、
御
順
経
の
末
尾
に

，
帳
の
紙
を
使

っ
た
と
明
記
し
て
あ
り
、

，

綸
の
サ
況
も
正
倉
院
文
書
な
ど
に
よ

っ
て
か
な
り
想
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
．

し
た
が

っ
て

「万
来
集
」

の
よ
う
な
貴
”
か
ら
庶
民
ま
で
の
文
字
を
写
す

の

は
　
ど
う

い
う
形
を
と

つ
て
ど
ん
な
料
●
に
記
さ
れ
た
も
の
が
　
こ
の
こ
ろ
は

当
時
の
人
々
の
間
に
お
け
る
文
子
の
価
値
副
と
も
関
わ
る
の
で
　
相
当
突

っ
こ

ん
で
調
べ
て
み
た

い
も
の
と
感
じ
る
の
で
あ
る
．

し
か
し
　
ま
あ
こ
の
万
葉
の
写
本
の
ネ
●
は
　
ど
の
く
ら
い
歌
の
世
界
を
益

し
た
か
、　
一
種

の
写
本
で
は
現
在
完
本

の
な

い

一
方
業
朱
」
だ
が
　
写
本
中
の

保
■
と
い
わ
れ
る

π
ド
校
本
　
止
紙
本
　
人
治
本
、
企
沢
本
、
Ｉ
宮
本
な
ど
を

照
合
し
て
え
る
と
相
工
に
矢
を
前

つ
て
　
今
回
の
ｉ
本
が
形
成
さ
れ
る
し
、
ま

た
そ
の
後
代
の
研
究
文
献
量
も
真
大
な
も

の
で
は
あ
る
が
　
こ
の
歌
矢
に
は
色

紙
風
の
も

の
や
、
ち
ら
し
書
き
風
の
写
本
は
“
め
て
少
な

い
．
少
な

い
の
で
は

な
く
、
な
い
く
ら

い
で
あ
る
．

そ
れ
に
比
し
て
次
の
時
代
の

一占
今
」

一新
占
今
」
と
な

つ
て
く
る
と
、
写

本
の
種
類
も
多

い
し
　
普
写
の
使
名
も
非
常
に
洸
漱
さ
れ
て
流
麗
の
“
地
に
達

し
て
く
る
。
こ
れ
が
茶
道
の
掛
け
物
や
何
か
で
珍
ｉ
さ
れ
た
古
筆
切
の
最
た
る

も

の
で
あ
る
．
尾
上
紫
■
博
士
の
お
話
で
も
短
歌
の
発
達
が
阜
か
な
の
■
し

い

発
達
を
性
し
　
さ
ら
に
こ
れ
が
そ
の
料
紙
の
発
展
を
も
促
し
製
祇
芸
術
と

い
わ

れ
る
ほ
ど
の
一〓
一
な
も

の
が
出
来
て
い
る
。
　
巻
も

の
」
と
通
称
さ
れ
る
巻
子

本
か
ら
帳
と

い
う
も
の
　
帳
の
分
散
し
た
も

の
が
敷
祇
に
な
る
。　
こ
の
敷
紙
に

「
ち
ら
し
書
き
」
と
い
う

一
――
　
一
句
を
自
由
に
切
り
離
し
て

一
枚
あ
る
い
は

数
枚
の
紙
に
散
布
し
て
書
き
、
料
紙
と
互
い
に
美
を
映
発
し
て
新
し
い
芸
術
境

を
展
開
し
た
．
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，
う

，
た

言
葉
の
調
べ
が
短
歌
世
界
の
人
事
な
も
の
と
な

っ
て
く
る
。
次
に
は
幽
玄
の

授
も
協
調
さ
れ
て
く
る
。
短
歌
は
唄
う
文
学
か
ら
調
べ
の
文
学
と
な
り
　
そ
の

調
べ
、
幽
玄
の
散
が
尊
重
さ
れ
る
と
、
仮
名
の
機
細
な
線
や
点
、
あ
る
い
は
連

綿
す
る
線
の
流
れ
に
あ
る
情
感
を
托
し
て
、
美
し
い
空
間
の
創
作
も
現
出
し
て

く
る
。
読
む
文
字
、
見
る
文
学
が
そ
の
祝
覚
的
な
も
の
に
重
点
を
置
い
て
、
視

る
言
葉
に
ま
で
な

っ
て
く
る
。
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