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女
子
用
往
来
と
小
袖
模
様
雛
形

　
　

― 
元
禄
五
年
刊
『
新
編
百
人
一
首
絵
抄
』
の
生
成 

―

森
　
田
　
直
　
美

明
治
大
学
教
養
論
集　

通
巻
五
七
五
号
（
二
〇
二
三
・
一
二
）
一
三
五
―
一
五
八
頁

一　
は
じ
め
に

　

先
に
拙
稿
に
お
い
て
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
刊
『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
を
中
心
と
し
て
、
小
袖
模
様
雛
形
に
お
け
る
『
百
人
一

首
』
の
意
匠
に
つ
い
て
論
じ
た（

注
一
）。『

小
倉
山
百
首
雛
形
』
は
、『
百
人
一
首
』
の
全
歌
意
匠
化
を
試
み
た
雛
形
本
で
あ
る
。
そ
の
収
載
図

は
、
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
事
物
・
景
物
等
を
反
映
し
て
素
直
に
意
匠
化
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
数
を
占
め
る
一
方
、
本
の
歌
に
照

ら
し
合
わ
せ
る
だ
け
で
は
モ
チ
ー
フ
の
意
図
が
理
解
で
き
な
い
も
の
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
難
解
な
図
案
を
絵
解
き

す
る
た
め
に
は
、
本
の
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
や
、
作
者
自
身
の
来
歴
、
さ
ら
に
説
話
・
伝
承
と
い
っ
た
周
辺
知
識
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
同
書
の
図
案
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
和
歌
の
知
識
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
彩
な
教
養
が
要
求
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
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同
様
の
傾
向
は
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
の
翌
年
（
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
））
に
刊
行
さ
れ
た
『
色
紙
御
雛
形
』
に
も
言
え
る
。『
色

紙
御
雛
形
』
も
ま
た
、『
百
人
一
首
』
の
意
匠
に
特
化
し
た
小
袖
模
様
雛
形
本
で
あ
り
、
収
載
図
の
絵
解
き
に
は
和
歌
の
内
容
に
と
ど
ま

ら
な
い
幅
広
い
知
識
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
浮
か
び
上
が
る
疑
問
は
、
小
袖
模
様
雛
形
の
主
要
な
読
者
で
あ
る
当
時
の
女
性
た
ち
が
、
こ
れ
ら
の
雛
形
図
を
ど
の
程
度
理
解

し
、
そ
の
趣
向
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
河
原
由
紀
子
は（

注
二
）、

殊
に
江
戸
中
期
の
雛
形
に
は
、
小
袖
を
注
文
す

る
際
の
見
本
帳
と
い
う
よ
り
も
、
娯
楽
や
教
養
の
涵
養
を
目
的
と
す
る
絵
本
と
し
て
の
性
質
を
備
え
た
も
の
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
、
拙
稿
に
以
下
の
よ
う
に
記
し
た（

注
三
）。

　
　

�『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
も
ま
た
、
そ
れ
を
直
接
的
に
目
指
し
た
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
意
匠
の
意
図
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
過
程
が
、
見
る
者
に
と
っ
て
和
歌
や
作
者
に
対
す
る
学
び
を
深
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
近
世
中
期
以
降
に
お
い
て
『
百
人
一
首
』
を
女
子
用
往
来
と
し
て
捉
え
る
向
き
が
あ
っ
た
と
す
る
先
行
研
究
（
詳
し

く
は
後
述
す
る
）
に
触
れ
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
に
も
、
絵
本
と
し
て
の
性
質
を
備
え
て
い
る
と
い
う
以
上
に
、
女
子
教
育
に
関
与
し

よ
う
と
す
る
意
思
を
い
ま
少
し
積
極
的
に
読
み
と
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
つ
ま
り
、
百
首
の
雛
形
図
生
成
に
は
、

「
服
飾
と
い
う
日
常
の
関
心
事
を
入
り
口
と
し
て
、
知
識
・
教
養
を
磨
い
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
目
的
意
識
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
や
『
色
紙
御
雛
形
』
に
難
解
な
雛
形
図
が
少
な
か
ら
ず
散
見
さ
れ
る
こ
と
に
も

納
得
が
い
く
。
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二　
松
坂
屋
コ
レ
ク
シ
ョ
ン  

Ｊ
．
フ
ロ
ン
ト
リ
テ
イ
リ
ン
グ
史
料
館
蔵
『
新
編
百
人
一
首
絵
抄
』

　

さ
て
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
を
、
単
な
る
小
袖
見
本
帳
で
は
な
く
、
女
子
を
対
象
と
し
た
教
養
書
、
す
な
わ
ち
女
子
用
往
来
に
通
じ

る
も
の
と
捉
え
る
に
際
し
て
、
注
目
し
た
い
版
本
が
あ
る
。『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
の
四
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
新
編
百
人
一
首
絵
抄
』

（
以
下
、『
百
人
一
首
絵
抄
』）
で
あ
る（

注
四
）。

こ
こ
か
ら
は
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
と
『
百
人
一
首
絵
抄
』
の
比
較
を
通
し
て
、「
当
時
（
元

禄
期
前
後
）、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
の
よ
う
な
小
袖
模
様
雛
形
本
に
は
ど
の
よ
う
な
効
果
や
役
割
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
か
」
と
い
う
点

を
考
え
て
い
く
。

　
『
百
人
一
首
絵
抄
』
は
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
百
人
一
首
』
の
注
釈
書
で
あ
る
。
長
崎
盛
輝
の
調
査
に
よ
れ
ば（

注
五
）、

現
存
す
る
伝
本
は
、
松
坂
屋
コ
レ
ク
シ
ョ
ン�
Ｊ
．
フ
ロ
ン
ト
リ
テ
イ
リ
ン
グ
史
料
館
本
、
お
よ
び
個
人
蔵
本
の
み
と
さ
れ
る
。
以
下
に
、

Ｊ
．
フ
ロ
ン
ト
リ
テ
イ
リ
ン
グ
史
料
館
本
に
よ
り
、
同
書
の
序
文
翻
刻
を
挙
げ
る
（
ル
ビ
・
濁
点
は
原
文
に
よ
る
。
た
だ
し
旧
漢
字
は
新

漢
字
に
改
め
、
読
解
の
便
宜
上
、
私
に
句
読
点
を
補
っ
た
）。

百
人
一
首
は
、
小を

く
ら
の
せ
ん
も
ん

倉
禅
門
の
清せ

い
せ
ん撰

に
て
、
あ
や
し

の
め
の
わ
ら
は
べ
ま
で
も
て
あ
そ
ぶ
こ
と
に

な
り
に
た
り
。
し
か
は
あ
れ
ど
、
其そ

の
う
た歌

の
心
を
得う

る

事こ
と

は
、
お
ぼ
ろ
け
の
人
の
わ
き
ま
へ
し
る
べ
き
物も

の

に

は
あ
ら
ず
。
い
に
し
年と

し

、
故こ

に
い
ほ
う
ゐ
ん
お
ん
せ
う

二
位
法
印
御
抄
を
あ
ら
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は
し
た
ま
ひ
し
よ
り
、
言
葉
の
か
た
は
し
を
も

も
ろ
〳
〵
き
ゝ
し
る
こ
と
ゝ
な
り
に
き
。
そ
の
ゝ
ち

基き
せ
ん
し
う
ず
い
と
う

箭
拾
穂
等
の
く
は
し
き
注ち

う
げ解

世よ

に
い
で
き
た

れ
は
、
今い

ま

更さ
ら

に
の
こ
れ
る
を
ひ
ろ
ひ
か
け
た
る
を

お
き
な
ふ
へ
き
言
の
葉
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
中
の
し

げ
き
を
芟か

り

要よ
う

を
と
り
、
猶な

お
ま
た
じ
ゆ
し

又
孺
子
の
な
く
さ
め
に

歌う
た

の
心
を
ひ
な
が
た
に
図づ

し
て
、
名
つ
け
て

新し
ん
へ
ん
え
せ
う

編
絵
抄
と
い
ふ
事こ

と

し
か
な
り
。

　
　

如
月
中
院　
　
　

永
昌
坊
書
肆

　　

こ
の
序
文
は
、
ま
ず
、
元
禄
五
年
当
時
、『
百
人
一
首
』
は
「
あ
や
し
の
め
の
わ
ら
は
べ
ま
で
も
て
あ
そ
ぶ
」
も
の
に
な
っ
て
い
る
も

の
の
、
並
一
通
り
の
教
養
し
か
も
た
な
い
者
た
ち
は
、
歌
の
心
を
会
得
で
き
て
い
な
い
と
す
る
。
続
け
て
、
故
二
位
法
印
御
抄
、
す
な
わ

ち
細
川
幽
斎
が
注
釈
を
著
し
た
後
、『
百
人
一
首
基
箭
抄
』『
百
人
一
首
拾
穂
抄
』（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
『
基
箭
抄
』『
拾
穂
抄
』）
と
い
っ
た

詳
解
が
世
に
出
さ
れ
、
特
に
修
正
や
補
足
を
す
べ
き
こ
と
も
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
概
要
を
摂
取
し
、
幼
子
の
た
め
に
「
歌
の
心
を
ひ
な

が
た
に
図
し
て
」
添
え
た
も
の
が
、『
百
人
一
首
絵
抄
』
な
の
だ
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
故
二
位
法
印
御
抄
」
と
は
『
百
人
一

首
抄
（
幽
斎
抄
）』
で
あ
ろ
う
が
、
直
接
的
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
幽
斎
抄
』
に
菱
川
師
宣
に
よ
る
歌
仙
絵
と
歌
意
絵
を
付
し
延
宝

六
年
（
一
六
七
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
百
人
一
首
像
讃
抄
』（
以
下
『
像
讃
抄
』）
で
あ
ろ
う
。『
基
箭
抄
』『
拾
穂
抄
』
を
何
の
断
り
も
な

く
「
そ
の
ゝ
ち
」
と
位
置
づ
け
る
点
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
察
せ
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
序
文
に
は
「
あ
や
し
の
女
童
」「
お
ぼ
ろ
け
の
人
」「
孺
子
」
と
、
女
子
や
幼
子
を
意
識
し
た
記
述
が
目
立
ち
、
こ
れ
ら

の
人
々
に
『
百
人
一
首
』
を
学
ば
せ
た
い
と
い
う
主
旨
で
『
百
人
一
首
絵
抄
』
が
作
ら
れ
た
と
分
か
る
。
で
は
次
に
、
同
書
の
跋
文
翻
刻

を
掲
出
し
た
上
で
、
各
歌
人
の
注
釈
内
容
を
確
認
す
る
（
序
文
と
同
じ
く
Ｊ
．
フ
ロ
ン
ト
リ
テ
イ
リ
ン
グ
史
料
館
本
の
翻
刻
。
濁
点
は
原

文
に
よ
る
。
た
だ
し
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
読
解
の
便
宜
上
、
私
に
句
読
点
を
補
っ
た
）。

此
百
人
一
首
は
、
世
に
梓
に
入
て
も
て
あ
そ
へ
と
も
其

誤
す
く
な
か
ら
す
。
今
か
ん
な
の
ち
か
ひ
を
た
ゞ
し
、
清
濁
を

し
る
し
、
首
ご
と
に
其
本
集
を
あ
ら
は
し
、
系
図
年
数
を

か
ん
が
へ
入
、
口
に
は
読
人
の
名
歌
の
よ
み
く
せ
を
入
、

上
に
は
歌
の
抄
を
頭
書
し
、
其
か
た
は
ら
に
歌
の
心
を

ひ
い
な
か
た
に
図
し
、
新
編
百
人
一
首
抄
と
名
付
、
今

新
板
に
ひ
ろ
む
る
者
也
。

　
　

元
禄
五
年　

申�

四
月
𠮷
辰

　
　
　
　
　
　
　
　

�

四
條
坊
門
通
東
洞
院
東
ニ
入
可

　
　
　
　
　
　
　
　

�

水
田
甚
左
衛
門

　

跋
文
が
説
明
す
る
通
り
、『
百
人
一
首
絵
抄
』
は
一
人
の
歌
人
に
つ
き
、
和
歌
・
歌
仙
絵
・
作
者
略
伝
・
注
釈
・
雛
形
図
な
ど
を
呈
し

て
い
る
。
歌
仙
絵
は
『
像
讃
抄
』『
基
箭
抄
』
の
絵
様
を
踏
襲
し
、
略
伝
は
『
基
箭
抄
』
や
『
拾
穂
抄
』
を
情
報
源
に
し
た
も
の
と
み
え
る
。

図
図

 図
図

図
図

図
図

 図
図

図
図
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注
釈
は
概
ね
『
基
箭
抄
』
を
抜
粋
（
あ
る
い
は
要
約
）
し
、
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
に
多
少
の
自
説
を
交
え
て
い
る（

注
六
）。

つ
ま
り
、
主
と
し
て

『
基
箭
抄
』
に
依
拠
し
、『
像
讃
抄
』『
拾
穂
抄
』
な
ど
も
併
せ
て

参
照
し
つ
つ
形
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
『
基
箭

抄
』
か
ら
の
大
き
な
変
更
点
は
、
歌
意
絵
の
代
わ
り
と
し
て
小
袖

模
様
雛
形
図
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
序
文
・
跋
文
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

『
百
人
一
首
絵
抄
』
が
呈
す
る
雛
形
図
の
大
多
数
は
オ
リ
ジ
ナ
ル

で
は
な
い
。
以
下
に
数
首
の
例
を
挙
げ
、
そ
の
出
典
を
確
認
す

る
。
図
①
は
、
一
番
歌
・
天
智
天
皇
の
注
釈
で
あ
る
。
歌
仙
絵
と

和
歌
が
大
き
く
示
さ
れ
、
そ
の
右
傍
に
作
者
の
略
歴
と
、
生
年
か

ら
元
禄
五
年
ま
で
の
年
数
が
記
さ
れ
て
い
る
（
年
数
は
、
歌
人
に

よ
っ
て
注
釈
の
最
後
に
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
）。
右
上
に
注
釈
、

そ
の
左
に
小
袖
模
様
雛
形
図
が
添
え
ら
れ
る
と
い
う
構
成
で
あ

る
。
こ
の
図
①
に
描
か
れ
て
い
る
雛
形
図
と
、
図
②
を
見
比
べ
て

み
た
い
。
図
②
は
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
が
収
載
す
る
天
智
天

皇
歌
の
雛
形
図
で
あ
る
。
図
①
に
は
「
苅
穂
」
の
文
字
模
様
が
な

く
、
庵
や
稲
穂
の
配
置
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
全
体
の

図① 百人一首絵抄 天智天皇図② 小倉山百首雛形 天智天皇
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図③ 百人一首絵抄 壬生忠見図⑤ 小倉山百首雛形 壬生忠見

図④ 百人一首絵抄 紀伊図⑥ 小倉山百首雛形 紀伊
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絵
様
や
モ
チ
ー
フ
は
ほ
ぼ
図
②
と
一
致
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
絵
様
に
特
徴
の
あ
る
図
③
と
図
④
も
見
て
い
き
た
い
。

図
③
、
図
④
は
そ
れ
ぞ
れ
、『
百
人
一
首
絵
抄
』
の
壬
生
忠
見

「
恋
す
て
ふ
我
が
名
は
ま
だ
き
立
ち
に
け
り
人
し
れ
ず
こ
そ
思
ひ

そ
め
し
か
」、
祐
子
内
親
王
家
紀
伊
「
音
に
聞
く
高
師
の
浜
の
あ

だ
波
は
か
け
じ
や
袖
の
濡
れ
も
こ
そ
す
れ
」
の
注
釈
で
あ
る
。
そ

し
て
、
図
⑤
、
図
⑥
は
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
の
壬
生
忠
見
歌
、

祐
子
内
親
王
家
紀
伊
歌
の
雛
形
図
で
あ
る
。
図
⑤
の
雛
形
図
の
特

徴
は
、
恋
を
象
徴
す
る
結
び
文
と
、「
恋
す
て
ふ
」
の
「
て
ふ
」

に
ち
な
ん
で
、
和
歌
に
は
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
蝶
が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る（

注
七
）。

そ
し
て
図
③
に
は
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
と
構
図

が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
写
し
と
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
図
⑥
に
は
、

「
た
か
し
の
濱
（
多
賀
志
乃
濱
）」
の
文
字
模
様
と
、
和
歌
の
内
容

を
踏
ま
え
た
波
・
装
束
（
袖
）
が
あ
り
、
図
④
で
は
文
字
模
様
以

外
の
要
素
が
ほ
ぼ
忠
実
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
数
例
だ
が
、『
百
人
一
首
絵
抄
』
の
雛
形
図

は
、
概
ね
『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
に
拠
り
、
文
字
模
様
を
削
除

し
、
絵
様
を
や
や
簡
略
化
し
て
描
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

図⑦ 百人一首絵抄 貞信公図⑧ 小倉山百首雛形 貞信公



143 女子用往来と小袖模様雛形 ― 元禄五年刊『新編百人一首絵抄』の生成 ―

三　
『
百
人
一
首
絵
抄
』
に
お
け
る
雛
形
図
の
変
更

　

数
首
の
例
を
挙
げ
て
確
認
し
た
よ
う
に
、『
百
人
一
首
絵
抄
』

の
雛
形
図
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
か
ら
摂

取
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
中
に
は
モ
チ
ー
フ
の
一
部
が
変
更
さ
れ

て
い
る
も
の
や
、
別
の
雛
形
図
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も

認
め
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
の
相
違
点
に
注
目
し
、『
百
人
一
首
絵

抄
』
に
お
け
る
雛
形
図
の
変
更
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
行
わ
れ
た

の
か
を
推
し
量
っ
て
み
た
い
。

　

図
⑦
と
図
⑧
は
そ
れ
ぞ
れ
、『
百
人
一
首
絵
抄
』『
小
倉
山
百
首

雛
形
』
に
お
け
る
貞
信
公
「
小
倉
山
峯
の
も
み
ぢ
葉
心
あ
ら
ば
い

ま
ひ
と
た
び
の
み
ゆ
き
待
た
な
ん
」
の
雛
形
図
で
あ
る
。
貞
信
公

歌
は
、
出
典
で
あ
る
『
拾
遺
集
』
の
詞
書
に
よ
れ
ば
、
宇
多
上
皇

の
大
堰
川
行
幸
の
際
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
分
か
る
が
、
和
歌
そ
の

も
の
に
は
大
堰
川
を
直
接
的
に
指
し
示
す
言
葉
は
詠
み
込
ま
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
図
⑧
で
は
、
大
堰
川
が
紅
葉
の
名
所
で
あ
る
と

と
も
に
、
筏
流
し
の
様
子
が
平
安
期
以
降
の
和
歌
に
よ
く
詠
ま
れ

図
図

 図
図

図
図

図
図

図
 図

図
図

図

図
図

 図
図

図
図

図
図

 図
図

図
図

図⑨ 百人一首絵抄 周防内侍図⑩ 小倉山百首雛形 周防内侍



明治大学教養論集　通巻 575 号（2023・12） 144

て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
紅
葉
・
川
・
筏
を
描
い
て
い
る（

注
八
）。

こ
れ

に
対
し
て
図
⑦
で
は
、
川
と
筏
の
代
わ
り
に
御
所
車
を
描
い
て
い

る
。
図
⑧
の
絵
解
き
に
は
、
和
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
や
、
大
堰
川

に
関
す
る
知
識
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
図
⑦
は
、
和
歌
に
詠
み

込
ま
れ
て
い
る
御
幸
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
よ

う
な
周
辺
知
識
は
必
須
で
は
な
い
。
ま
た
、
次
の
図
⑨
と
図
⑩

は
、
周
防
内
侍
「
春
の
夜
の
夢
ば
か
り
な
る
手
枕
に
か
ひ
な
く
立

た
ん
名
こ
そ
惜
し
け
れ
」
の
雛
形
図
で
あ
る
。
見
比
べ
て
み
る

図⑬ 百人一首絵抄 殷富門院大輔 図⑪ 百人一首絵抄 相模

図⑫ 百人一首絵抄 道因法師
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と
、
文
字
模
様
の
削
除
は
と
も
か
く
、
梅
に
つ
い
て
は
配
置
や
枝

ぶ
り
な
ど
が
非
常
に
よ
く
真
似
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
図
⑩
に
描

か
れ
て
い
る
御
簾
は
、
図
⑨
で
は
枕
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
図
⑩

の
御
簾
は
逢
瀬
を
暗
示
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
図
⑨
は
こ

れ
を
枕
に
変
更
す
る
こ
と
で
、「
手
枕
」
を
率
直
に
表
現
し
た
の

だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
い
ず
れ
も
変
更
を
経
て
絵
解
き
が
容

易
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
変
更
例
も
あ
る
。
図
⑪
⑫
⑬
、
お
よ
び

図
⑭
⑮
⑯
は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
模
「
う
ら
み
侘
び
ほ
さ
ぬ
袖
だ
に
あ

図⑭ 小倉山百首雛形 相模図⑯ 小倉山百首雛形 殷富門院大輔

図⑮ 小倉山百首雛形 道因法師
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る
も
の
を
恋
に
朽
ち
な
ん
名
こ
そ
惜
し
け
れ
」、
道
因
法
師
「
思
ひ
侘
び
さ
て
も
命
は
あ
る
も
の
を
う
き
に
た
へ
ぬ
は
涙
な
り
け
り
」、
殷

富
門
院
大
輔
「
見
せ
ば
や
な
を
じ
ま
の
あ
ま
の
袖
だ
に
も
濡
れ
に
ぞ
濡
れ
し
色
は
か
は
ら
ず
」
の
雛
形
図
で
あ
る
。
図
⑭
⑮
⑯
に
は
、
い

ず
れ
に
も
波
に
浮
か
ぶ
桶
が
描
か
れ
て
い
る
。
相
模
歌
、
道
因
法
師
歌
に
は
、
波
や
海
浜
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
表
現
が

な
く
、
桶
に
つ
い
て
は
三
首
と
も
ま
っ
た
く
関
連
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
雛
形
図
は
個
別
に
見
る
と
、
波
に
浮
か
ぶ
桶
の
意
図

を
理
解
で
き
な
い
。
し
か
し
、
三
首
の
雛
形
図
を
あ
わ
せ
て
見
る
こ
と
で
、
波
は
恋
の
苦
し
さ
に
流
す
涙
を
、
桶
は
「
浮
き
（
波
に
浮

く
）」
か
ら
転
じ
て
「
憂
き
」
と
い
う
心
情
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る（

注
九
）。

し
か
し
、
図
⑪
⑫
⑬
で
は
、
三

首
と
も
桶
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
図
⑬
は
、
桶
の
か
わ
り
に
袖
が
波
間
に
描
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
波
が
涙
を
表
象
す
る

こ
と
は
各
図
を
個
別
に
見
て
も
想
像
し
や
す
い
も
の
の
、「
桶
＝
浮
き
＝
憂
き
」
の
連
想
は
難
し
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
に
削
除
・
変
更

さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

注
十
）。

　

そ
し
て
、
部
分
的
な
変
更
や
削
除
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
別
の
雛
形
図
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
例
も
少
数
な
が
ら
確
認
で
き
る
。
僧

正
遍
昭
、
源
融
、
藤
原
義
孝
、
藤
原
道
綱
母
、
二
条
院
讃
岐
の
五
例
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
。
変
更
後
の
雛
形
図
と
、『
像
讃
抄
』『
基
箭

抄
』
の
歌
意
絵
を
見
比
べ
て
も
直
接
的
な
影
響
関
係
は
看
取
で
き
ず
、
他
の
小
袖
模
様
雛
形
本
に
も
出
典
と
思
し
き
雛
形
図
が
見
出
せ
な

い
た
め
、
ひ
と
ま
ず
変
更
後
の
雛
形
図
は
『
百
人
一
首
絵
抄
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
措
定
し
て
置
換
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

　

図
⑰
と
図
⑱
は
、
僧
正
遍
昭
「
あ
ま
つ
か
ぜ
雲
の
通
ひ
路
吹
き
と
ぢ
よ
乙
女
の
姿
し
ば
し
と
ど
め
ん
」
の
雛
形
図
で
あ
る
。
図
⑱
で

は
、
雲
と
宮
中
を
思
わ
せ
る
御
簾
が
あ
り
、
右
肩
付
近
に
は
舞
楽
の
迦
陵
頻
伽
を
思
わ
せ
る
羽
根
が
描
か
れ
、「
雲
・
通
・
路
」
の
文
字

模
様
が
配
さ
れ
て
い
る
。
遍
昭
歌
が
五
節
舞
姫
を
天
女
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
雛
形
図
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
図
⑰
で

は
、
雲
・
天
女
の
領
巾
・
琴
が
描
か
れ
た
雛
形
図
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
地
上
（
宮
中
）
で
行
わ
れ
て
い
る

舞
楽
と
、
上
空
の
「
雲
の
通
ひ
路
」
を
、
よ
り
明
瞭
に
描
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
る
べ
き
は
迦
陵
頻
伽
の
羽
根
で
は
な
く
、

図
図

 図
図

図
図

図
図

図
 図

図
図

図

図
図

 図
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る
も
の
を
恋
に
朽
ち
な
ん
名
こ
そ
惜
し
け
れ
」、
道
因
法
師
「
思
ひ
侘
び
さ
て
も
命
は
あ
る
も
の
を
う
き
に
た
へ
ぬ
は
涙
な
り
け
り
」、
殷

富
門
院
大
輔
「
見
せ
ば
や
な
を
じ
ま
の
あ
ま
の
袖
だ
に
も
濡
れ
に
ぞ
濡
れ
し
色
は
か
は
ら
ず
」
の
雛
形
図
で
あ
る
。
図
⑭
⑮
⑯
に
は
、
い

ず
れ
に
も
波
に
浮
か
ぶ
桶
が
描
か
れ
て
い
る
。
相
模
歌
、
道
因
法
師
歌
に
は
、
波
や
海
浜
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
表
現
が

な
く
、
桶
に
つ
い
て
は
三
首
と
も
ま
っ
た
く
関
連
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
雛
形
図
は
個
別
に
見
る
と
、
波
に
浮
か
ぶ
桶
の
意
図

を
理
解
で
き
な
い
。
し
か
し
、
三
首
の
雛
形
図
を
あ
わ
せ
て
見
る
こ
と
で
、
波
は
恋
の
苦
し
さ
に
流
す
涙
を
、
桶
は
「
浮
き
（
波
に
浮

く
）」
か
ら
転
じ
て
「
憂
き
」
と
い
う
心
情
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る（

注
九
）。

し
か
し
、
図
⑪
⑫
⑬
で
は
、
三

首
と
も
桶
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
図
⑬
は
、
桶
の
か
わ
り
に
袖
が
波
間
に
描
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
波
が
涙
を
表
象
す
る

こ
と
は
各
図
を
個
別
に
見
て
も
想
像
し
や
す
い
も
の
の
、「
桶
＝
浮
き
＝
憂
き
」
の
連
想
は
難
し
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
に
削
除
・
変
更

さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

注
十
）。

　

そ
し
て
、
部
分
的
な
変
更
や
削
除
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
別
の
雛
形
図
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
例
も
少
数
な
が
ら
確
認
で
き
る
。
僧

正
遍
昭
、
源
融
、
藤
原
義
孝
、
藤
原
道
綱
母
、
二
条
院
讃
岐
の
五
例
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
。
変
更
後
の
雛
形
図
と
、『
像
讃
抄
』『
基
箭

抄
』
の
歌
意
絵
を
見
比
べ
て
も
直
接
的
な
影
響
関
係
は
看
取
で
き
ず
、
他
の
小
袖
模
様
雛
形
本
に
も
出
典
と
思
し
き
雛
形
図
が
見
出
せ
な

い
た
め
、
ひ
と
ま
ず
変
更
後
の
雛
形
図
は
『
百
人
一
首
絵
抄
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
措
定
し
て
置
換
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

　

図
⑰
と
図
⑱
は
、
僧
正
遍
昭
「
あ
ま
つ
か
ぜ
雲
の
通
ひ
路
吹
き
と
ぢ
よ
乙
女
の
姿
し
ば
し
と
ど
め
ん
」
の
雛
形
図
で
あ
る
。
図
⑱
で

は
、
雲
と
宮
中
を
思
わ
せ
る
御
簾
が
あ
り
、
右
肩
付
近
に
は
舞
楽
の
迦
陵
頻
伽
を
思
わ
せ
る
羽
根
が
描
か
れ
、「
雲
・
通
・
路
」
の
文
字

模
様
が
配
さ
れ
て
い
る
。
遍
昭
歌
が
五
節
舞
姫
を
天
女
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
雛
形
図
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
図
⑰
で

は
、
雲
・
天
女
の
領
巾
・
琴
が
描
か
れ
た
雛
形
図
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
地
上
（
宮
中
）
で
行
わ
れ
て
い
る

舞
楽
と
、
上
空
の
「
雲
の
通
ひ
路
」
を
、
よ
り
明
瞭
に
描
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
る
べ
き
は
迦
陵
頻
伽
の
羽
根
で
は
な
く
、
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図

 図
図

図
図

図
図

図
 図

図
図

図

図
図

 図
図

図
図

図
図

図
 図

図
図

図
図

図

図⑰ 百人一首絵抄 遍昭

図⑱ 小倉山百首雛形 遍昭

図⑲ 百人一首絵抄 源融

図⑳ 小倉山百首雛形 源融
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天
女
の
領
巾
だ
と
い
う
意
図
も
察
せ
ら
れ
る
。

　

次
の
図
⑲
と
図
⑳
は
、
源
融
「
陸
奥
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
え
に
乱
れ
そ
め
に
し
我
な
ら
な
く
に
」
の
雛
形
図
で
あ
る
。
図
⑳
で

は
、
上
半
身
と
下
半
身
に
そ
れ
ぞ
れ
忍
ぶ
草
と
結
び
文
の
模
様
が
あ
り
、
上
半
身
に
は
小
さ
な
筆
も
散
ら
さ
れ
、「
乱
・
初
・
誰
・
故
」

の
文
字
模
様
が
配
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
図
⑲
に
は
結
び
文
と
筆
は
な
く
、
忍
ぶ
草
模
様
の
反
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
図
⑳
は
、
源
融
歌

が
引
か
れ
て
い
る
『
伊
勢
物
語
』
初
段
を
念
頭
に
置
き
、
昔
男
が
春
日
野
の
姉
妹
に
歌
を
詠
み
贈
っ
た
こ
と
を
結
び
文
と
筆
で
表
現
し
て

い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
図
⑲
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
に
関
す
る
要
素
を
省
き
、
和
歌
の
内
容
を
よ
り
直
接
的
に
汲
み
取
っ
た

雛
形
図
に
変
更
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
図
㉑
と
図
㉒
は
、
藤
原
道
綱
母
「
な
げ
き
つ
つ
一
人
寝
る
夜
の
あ
く
る
間
は
い
か
に
久
し
き
も
の
と
か
は
知
る
」
の
雛
形
図
で

図㉑ 百人一首絵抄 道綱母

図㉒ 小倉山百首雛形 道綱母
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あ
る
。
図
㉒
は
、
竹
垣
に
止
ま
っ
て
鳴
き
声
を
あ
げ
て
い
る
雄
鶏
と
、「
独
ぬ
る
夜
の
」
の
文
字
模
様
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
道
綱
母
歌

は
、
出
典
で
あ
る
『
拾
遺
集
』
の
詞
書
で
は
、
藤
原
兼
家
が
や
っ
て
き
た
際
、
門
を
開
け
て
迎
え
入
れ
る
の
が
遅
か
っ
た
の
を
不
満
と
し

て
「
立
ち
疲
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
言
い
な
が
ら
入
っ
て
き
た
の
で
、
道
綱
母
が
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ
る

（
注
十
一
）。

よ
っ
て
、
垣
根
で
鳴
く
雄
鶏

は
、
門
を
開
け
て
も
ら
え
ず
に
待
た
さ
れ
て
い
る
兼
家
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る

（
注
十
二
）。

し
か
し
図
㉑
で
は
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た

閨
怨
詩
的
な
内
容
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
、
枕
や
敷
物
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

図
㉓
㉔
、
お
よ
び
図
㉕
㉖
は
、
残
る
藤
原
義
孝
「
君
が
た
め
惜
し
か
ら
ざ
り
し
命
さ
へ
長
く
も
が
な
と
思
ひ
け
る
か
な
」、
二
条
院
讃

岐
「
我
が
恋
は
潮
干
に
見
え
ぬ
沖
の
石
の
人
こ
そ
知
ら
ね
乾
く
間
も
な
し
」
の
雛
形
図
で
あ
る
。
藤
原
義
孝
歌
は
心
情
を
率
直
に
詠
い
、

事
物
・
景
物
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
意
匠
化
は
困
難
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
図
㉔
が
「
き
み
か
た
め
（
幾
美
加
太
免
）」

図㉓ 百人一首絵抄 藤原義孝

図㉔ 小倉山百首雛形 藤原義孝
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の
文
字
模
様
と
松
竹
を
組
み
合
わ
せ
た
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
長
寿
を
願
う
和
歌
の
内
容
を
反
映
し
た
も
の
と
思
わ

れ
、
図
㉓
で
は
、
つ
る
草
の
よ
う
な
植
物
を
全
面
に
描
く
こ
と
で
「
長
く
も
が
な
」
を
表
現
し
た
の
か
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
二
条
院

讃
岐
歌
の
場
合
は
、
図
㉖
が
、
波
・
岩
・
投
網
・
葦
と
「
我
・
袖
」
の
文
字
模
様
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
図
㉕
で
は
波
以
外

の
要
素
は
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
を
踏
ま
え
れ
ば
、
投
網
や
葦
は
必
要
な
く
、「
見
え
ぬ
」
と
さ
れ
る
沖
の
石
も
描
か
な
い
方

が
穏
当
だ
と
判
断
し
て
、
波
だ
け
の
図
に
変
更
し
た
の
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
の
雛
形
図
を
『
百
人
一
首
絵
抄
』
が
摂
取
す
る
際
に
は
、
一
部
、
あ
る
い
は
す
べ
て
が
変
更

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
掛
詞
や
縁
語
に
よ
る
連
想
、
お
よ
び
詠
作
状
況
や
他
の
古
典
文
学
作
品
と
の
関
連
性
と
い
っ
た
周

辺
知
識
を
要
さ
な
い
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
雛
形
図
を
呈
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
本
来
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
に
散
見
さ

図㉕ 百人一首絵抄 讃岐

図㉖ 小倉山百首雛形 讃岐
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れ
る
よ
う
な
、
や
や
不
可
思
議
な
絵
様
に
は
、
謎
解
き
の
趣
向
へ
と
見
る
者
を
誘
う
諧
謔
精
神
が
垣
間
見
え
、
そ
れ
は
小
袖
模
様
雛
形
の

文
学
意
匠
が
も
つ
独
自
の
魅
力
で
も
あ
る

（
注
十
三
）。

し
か
し
、
そ
の
独
自
性
を
享
受
す
る
た
め
に
は
相
応
の
知
識
・
教
養
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、

歌
の
心
す
ら
十
分
に
理
解
で
き
て
い
な
い
「
あ
や
し
の
女
童
」「
お
ぼ
ろ
け
の
人
」「
孺
子
」
を
主
た
る
対
象
と
し
て
想
定
し
て
い
る

『
百
人
一
首
絵
抄
』
で
は
割
愛
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
逆
照
射
す
れ
ば
、『
百
人
一
首
絵
抄
』
に
と
っ
て
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』

は
よ
り
上
級
者
向
け
の
教
養
書
（
歌
意
絵
）
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

四　
『
小
倉
山
百
首
雛
形
』『
百
人
一
首
絵
抄
』
と
女
子
用
往
来
の
隆
盛
期

　

本
稿
を
通
し
て
、
改
め
て
『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
の
雛
形
図
を
概
観
し
て
み
る
と
、
同
書
は
既
に
『
百
人
一
首
』
所
載
の
和
歌
や
作

者
、
そ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
周
辺
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
る
層
（
も
し
く
は
、
難
解
な
雛
形
図
を
絵
解
き
す
る
た
め
の
学
習
に
耐
え
う
る

層
）
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
点
は
、『
百
人
一
首
絵
抄
』
に
お
い
て
変
更
さ
れ
た
雛
形
図
と
比
較
す
る
こ
と

で
、
よ
り
明
瞭
に
感
じ
取
れ
る
。

　

そ
し
て
、『
百
人
一
首
絵
抄
』
に
、『
像
讃
抄
』
や
『
基
箭
抄
』
の
歌
意
絵
で
は
な
く
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
の
雛
形
図
が
簡
略
化
さ

れ
た
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
お
ぼ
ろ
け
の
人
」「
あ
や
し
の
女
童
」
と
い
っ
た
人
々
を
主
な
対
象
と
述
べ
る
序
文
に
真
実
味
を

与
え
る
。
本
稿
の
冒
頭
近
く
に
述
べ
た
通
り
、
小
袖
模
様
雛
形
本
の
主
要
な
読
者
は
当
時
の
女
性
た
ち
で
あ
る
。『
小
倉
山
百
首
雛
形
』

や
、
そ
れ
を
歌
意
絵
の
代
わ
り
と
し
て
用
い
た
『
百
人
一
首
絵
抄
』
が
、
主
と
し
て
女
子
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
れ

ら
に
は
女
子
用
往
来
に
通
じ
る
役
割
や
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
や
『
色
紙
御
雛
形
』
が
中
・

上
級
者
向
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
百
人
一
首
絵
抄
』
は
初
級
者
向
け
テ
キ
ス
ト
と
い
っ
た
位
置
づ
け
で
生
成
さ
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
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が
で
き
よ
う
。

　

さ
て
、
近
世
期
に
『
百
人
一
首
』
が
、
女
子
の
教
育
・
啓
蒙
に
資
す
る
女
子
用
往
来
の
一
素
材
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で

に
先
行
研
究
に
よ
る
指
摘
が
あ
る

（
注
十
四
）。

で
は
、『
百
人
一
首
』
が
女
子
用
往
来
と
し
て
認
識
・
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
過
程
の
中

で
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
や
『
色
紙
御
雛
形
』
の
よ
う
な
『
百
人
一
首
』
の
意
匠
に
特
化
し
た
小
袖
模
様
雛
形
本
や
、『
百
人
一
首
絵

抄
』
の
よ
う
に
女
子
を
主
対
象
と
す
る
注
釈
書
を
、
ど
う
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

吉
海
直
人
は

（
注
十
五
）、

近
世
期
に
お
け
る
『
百
人
一
首
』
と
女
子
用
往
来
と
の
結
び
つ
き
は
、
元
禄
期
頃
に
淵
源
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
る
。
ま
た
、
小
泉
吉
永
は

（
注
十
六
）、

多
彩
な
付
録
記
事
や
他
の
往
来
物
を
合
本
し
た
「
往
来
型
百
人
一
首
」
の
嚆
矢
と
し
て
、
元
禄
十
一
年

（
一
六
九
八
）
刊
『
七
宝
百
人
一
首
』
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
し
小
泉
は
、
こ
の
元
禄
十
一
年
板
（
江
戸
書
肆
・
柏
屋
板
）
が
初
刊
か
ど

う
か
は
疑
わ
し
い
と
し
、
先
行
す
る
上
方
板
が
存
在
し
た
可
能
性
を
併
せ
て
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
加
藤
弓
枝
は

（
注
十
七
）、

宝
暦
年
間
以
降
、

改
題
本
を
中
心
に
『
百
人
一
首
』
の
刊
行
が
激
増
し
、
天
保
年
間
に
最
盛
期
を
迎
え
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

繰
り
返
し
と
な
る
が
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
は
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
に
、『
色
紙
御
雛
形
』
は
そ
の
翌
年
（
元
禄
二
年

（
一
六
八
九
））
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
百
人
一
首
絵
抄
』
の
刊
行
は
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
か
ら
四
年
後
の
元
禄
五
年

（
一
六
九
二
）
で
あ
る
。
や
や
早
い
刊
行
年
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の

（
注
十
八
）、

仮
に
『
七
宝
百
人
一
首
』
を
元
禄
十
一
年

（
一
六
九
八
）
刊
と
措
定
し
た
場
合
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』『
色
紙
御
雛
形
』
は
こ
れ
よ
り
十
年
ほ
ど
、『
百
人
一
首
絵
抄
』
は
六
年
ほ
ど

早
く
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
は
、『
百
人
一
首
』
が
女
子
用
往
来
と
し
て
広
く
浸
透
す
る
先
駆
け
に
位
置
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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五　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』『
百
人
一
首
絵
抄
』
の
収
載
図
を
比
較
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
に
は
女
子
用
往
来
に
通
じ
る
性
質
が
う
か

が
え
る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
刊
行
年
か
ら
、『
百
人
一
首
』
が
女
子
用
往
来
の
主
要
な
素
材
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
く
時
代
に

先
駆
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
山
辺
知
行
監
修
・
上
野
佐
江
子
編
『
小
袖
模
様
雛
形
本
集
成

（
注
十
九
）』

が
収
載
す
る
小
袖

模
様
雛
形
本
を
も
と
に
、
近
世
期
に
お
け
る
『
百
人
一
首
』
を
は
じ
め
と
し
た
古
典
文
学
意
匠
の
趨
勢
に
つ
い
て
考
え
を
述
べ
、
本
稿
の

ま
と
め
と
し
た
い
。

　

小
袖
模
様
雛
形
本
は
、
寛
文
期
か
ら
文
政
期
ま
で
の
約
百
五
十
年
間
に
、
百
七
十
か
ら
百
八
十
種
は
刊
行
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

て
い
る

（
注
二
十
）。

現
存
す
る
小
袖
模
様
雛
形
本
の
最
も
古
い
も
の
は
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
御
ひ
い
な
か
た
』（
上
下

巻
）
で
あ
る

（
注
二
十
一
）。『

御
ひ
い
な
か
た
』
に
は
既
に
、
古
典
文
学
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
雛
形
図
が
数
点
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は

『
伊
勢
物
語
』
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
和
歌
と
の
関
連
を
指
摘
で
き
そ
う
な
雛
形
図
と
し
て
は
、
和
歌
浦
の
よ
う
な
歌
枕
に
ち
な
む

も
の
の
他
、「
西
行
桜
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
や
、「
小
町
」
の
文
字
模
様
を
配
し
た
も
の
な
ど
が
確
認
で
き
る
が
、
数
と
し
て
は
少
な

い
。
い
わ
ゆ
る
和
歌
意
匠
と
言
え
そ
う
な
も
の
は
、
二
種
類
収
載
さ
れ
て
い
る
竜
田
川
の
雛
形
図
に
そ
の
可
能
性
が
う
か
が
え
る
程
度
で

あ
る
。
そ
の
後
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
刊
『
新
板
小
袖
御
ひ
い
な
か
た
』、
天
和
四
年
（
一
六
八
四
）
刊
『
当
風
御
ひ
い
な
か
た
』

に
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
変
化
は
う
か
が
え
な
い
。『
新
板
小
袖
御
ひ
い
な
か
た
』
に
は
、
竜
田
川
や
花
筏
の
意
匠
、
雲
井
の
橋
（
か
さ

さ
ぎ
の
橋
）
を
思
わ
せ
る
意
匠
な
ど
が
確
認
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
和
歌
に
縁
の
あ
る
モ
チ
ー
フ
と
い
っ
た
風
情
で
、
何
か
特
定
の
和
歌

を
意
匠
化
し
て
い
る
と
は
捉
え
が
た
い
。
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し
か
し
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
刊
『
諸
国
御
ひ
い

な
か
た
』
に
至
る
と
、
や
や
様
相
が
変
化
す
る
。
既
に
定

番
と
言
え
る
『
伊
勢
物
語
』
や
歌
枕
に
ち
な
ん
だ
雛
形
図

に
加
え
、
あ
ま
り
例
が
見
え
な
か
っ
た
『
源
氏
物
語
』
に

由
来
す
る
も
の

（
注
二
十
二
）や

、
意
匠
の
本
の
歌
を
特
定
で
き
る
も
の

が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、『
諸
国
御
ひ

い
な
か
た
』
所
載
の
図
㉗
に
は
「
君
か
代
は
し
ら
玉
椿
」

の
文
字
模
様
が
配
さ
れ
て
お
り
、『
後
拾
遺
集
』
の
藤
原

資
業
歌
「
君
が
代
は
し
ら
玉
椿
八
千
代
と
も
何
に
か
ぞ
へ

ん
限
な
け
れ
ば
」（
賀
・
四
五
三
）
の
意
匠
だ
と
分
か
る
。

同
じ
く
『
諸
国
御
ひ
い
な
か
た
』
所
載
の
図
㉘
は
、「
宿
」

の
文
字
模
様
と
、
葎
に
覆
わ
れ
た
宿
で
構
成
さ
れ
、
図
の

右
傍
に
は
「
む
く
ら
の
屋
ど
の
も
や
う
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
図
㉗
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
が
、『
百
人
一
首
』
の
恵

慶
法
師
歌
「
八
重
葎
し
げ
れ
る
宿
の
さ
び
し
き
に
人
こ
そ

見
え
ね
秋
は
来
に
け
り
」
な
ど
を
想
起
さ
せ
る

（
注
二
十
三
）。

　

そ
し
て
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
は
、『
源
氏
物
語
』

の
主
要
な
女
性
登
場
人
物
に
ち
な
ん
だ
雛
形
図
を
中
心
と

図㉘「むくらの屋ど」 図㉗「君が代は」

画像は『小袖模様雛形本集成』（学習研究社、1974 年）より転載
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す
る
『
源
氏
ひ
な
か
た
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
同
書
は
『
源
氏
ひ
な
か
た
』
と
題
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、『
伊
勢
物
語
』
や
和
歌
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
古
典
文
学
を
踏
ま
え
た
雛
形
図
も
併
せ
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。『
百
人
一
首
』
に
関
連
す
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
見
え
、
小
野

篁
歌
や
、
小
式
部
内
侍
歌
な
ど
の
雛
形
図
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
百
人
一
首
歌
人
で
あ
る
小
野
小
町
、
和
泉
式
部
、
式
子
内
親
王
、

紫
式
部
が
大
き
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
御
ひ
い
な
か
た
』
の
刊
行
以
降
、『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』
に
続
き
、
貞
享
年
間
あ
た
り
を
境
に
『
百
人
一

首
』
に
関
連
す
る
雛
形
図
が
増
加
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
、
元
禄
年
間
に
『
小
倉
山
百
首
雛
形
』『
色
紙
御
雛
形
』

と
、
百
人
一
首
歌
に
特
化
し
た
小
袖
模
様
雛
形
本
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

菱
川
師
宣
に
よ
る
歌
仙
絵
・
歌
意
絵
に
よ
っ
て
『
像
讃
抄
』
が
人
気
を
博
し
、
こ
れ
に
続
い
て
絵
入
版
本
が
数
多
く
出
版
さ
れ
た
こ
と

が
、『
百
人
一
首
』
に
特
化
し
た
雛
形
本
の
刊
行
を
促
し
た
だ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る

（
注
二
十
四
）。

そ
れ
に
加
え
て
、
文
学
意
匠
に
特
化

し
た
『
源
氏
ひ
な
か
た
』
の
刊
行
と
、
そ
こ
に
一
定
数
の
百
人
一
首
歌
（
百
人
一
首
歌
人
）
が
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と
も
、『
百
人
一
首
』

の
全
歌
意
匠
化
と
い
う
発
想
を
後
押
し
し
た
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
十
八
世
紀
以
降
の
小
袖
模
様
雛
形
本
に
は
、『
百
人
一
首
』
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
雛
形
図
は
そ
う
多
く
は
見
受
け
ら
れ
な

い
。
竜
田
川
や
か
さ
さ
ぎ
の
橋
な
ど
、
一
部
の
常
套
的
な
図
案
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
の
、
量
・
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
も
に
減
少
し

て
い
く
。『
伊
勢
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
の
意
匠
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
十
八
世
紀
以
降
、
定

番
と
言
え
る
モ
チ
ー
フ
（
た
と
え
ば
「
東
下
り
」
の
か
き
つ
ば
た
や
、
夕
顔
巻
の
扇
と
夕
顔
な
ど
が
代
表
的
）
以
外
の
文
学
意
匠
は
、
あ

ま
り
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る

（
注
二
十
五
）。

　

な
ぜ
十
八
世
紀
以
降
、
小
袖
模
様
雛
形
本
に
古
典
文
学
関
連
の
意
匠
が
減
少
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
元
禄
期
前
後
が
小
袖
雛

形
に
お
け
る
文
学
意
匠
の
流
行
期
で
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
実
は
そ
の
雛
形
図
の
量
に
比
し
て
現
存
す
る
実
作
例
は
僅
少
で
あ
る

（
注
二
十
六
）。

本
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稿
の
冒
頭
近
く
に
河
原
由
紀
子
の
論

（
注
二
十
七
）を

挙
げ
、
小
袖
模
様
雛
形
に
お
け
る
文
学
意
匠
は
、
単
な
る
小
袖
の
見
本
帳
に
と
ど
ま
ら
ず
、
娯
楽

や
教
養
を
涵
養
す
る
絵
本
と
し
て
機
能
し
て
い
た
可
能
性
に
触
れ
た
。
今
、
そ
の
見
解
に
改
め
て
賛
同
す
る
と
と
も
に
、
い
ま
一
歩
踏
み

込
ん
で
、
小
袖
模
様
雛
形
本
に
は
「
絵
本
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
女
子
向
け
の
教
養
書
と
し
て
の
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と

を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
十
八
世
紀
以
降
の
女
子
用
往
来
に
『
百
人
一
首
』
や
『
源
氏
物
語
』
と
い
っ
た
古
典
文
学
が
組
み
込
ま
れ
、
大

き
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
く
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
小
袖
模
様
雛
形
本
に
お
け
る
文
学
意
匠
の
減
少
は
、
増
加
す
る
女
子
用
往
来

と
し
て
の
古
典
文
学
に
、
そ
の
役
割
を
譲
っ
た
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

注（
一�

）
拙
稿
「
小
袖
模
様
雛
形
に
お
け
る
『
百
人
一
首
』
の
意
匠
―
『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
第
五
六
九
号
、

二
〇
二
三
年
三
月
、
一
～
二
八
頁
）。
な
お
、
こ
の
拙
稿
に
お
い
て
、
現
存
す
る
『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
の
完
本
は
、
管
見
の
限
り
松
坂
屋
コ
レ
ク
シ

ョ
ン�

Ｊ
．
フ
ロ
ン
ト
リ
テ
イ
リ
ン
グ
史
料
館
蔵
本
の
み
と
記
し
た
が
、
そ
の
後
、
共
立
女
子
大
学
図
書
館
蔵
本
の
存
在
を
確
認
し
た
。
本
稿
に
掲
出

す
る
『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
の
画
像
は
、
す
べ
て
共
立
女
子
大
学
図
書
館
本
に
よ
る
。

（
二�

）
河
原
由
紀
子
「
近
世
小
袖
に
お
け
る
『
小
倉
百
人
一
首
』
の
意
匠
表
現
」（『
民
族
藝
術
』
第
一
一
号
、
一
九
九
五
年
四
月
、
一
五
六
～
一
六
四
頁
）。

（
三�

）
前
掲
注
（
一
）
の
拙
稿
。

（
四�

）『
新
編
百
人
一
首
絵
抄
』
の
存
在
は
、
前
掲
注
（
一
）
の
拙
稿
で
も
僅
か
に
触
れ
た
が
、
本
稿
で
改
め
て
内
容
を
詳
細
に
見
て
い
き
た
い
。

（
五�

）
長
崎
盛
輝
「
小
袖
雛
形
本
所
蔵
者
一
覧
」（
科
学
研
究
費
助
成
事
業
成
果
報
告
書　

課
題
番
号（6K

00797

）、https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/
K

A
K

EN
H

I-PRO
JECT

- （6K
00797/（6K

00797seika.pdf
（
二
〇
二
三
年
九
月
八
日
参
照
）。

（
六�

）
一
例
の
み
具
体
的
に
挙
げ
れ
ば
、『
百
人
一
首
絵
抄
』
の
柿
本
人
麿
歌
の
注
釈
は
、「
あ
し
ひ
き
と
は
山
と
い
は
ん
枕
詞
也
。
山
と
い
は
ん
と
て
あ
し

引
と
云
。
な
か
〳
〵
し
と
い
は
ん
と
て
し
た
り
お
の
と
云
へ
り
。
し
た
り
を
と
は
山
鳥
の
尾
は
長
く
て
し
た
る
れ
は
也
。
か
き
り
な
く
長
き
夜
を
い
は

ん
と
て
也
。
＼
夏
の
夜
を
ね
ぬ
に
明
ぬ
と
い
ひ
お
き
し
人
は
物
を
や
思
は
さ
り
け
ん
人
丸�

＼
郭
公
な
く
や
さ
月
の
み
し
か
夜
も
ひ
と
り
し
ぬ
れ
は
明
し

か
ね
つ
人ゝ
丸　

此
歌
を
も
て
見
る
時
は
益
感
慨
不
浅
物
な
り
。
夏
の
夜
の
外
か
と
す
れ
は
明
る
夜
た
に
独
は
た
え
て
ね
ら
る
ま
し
き
に
、
況
や
秋
の

長
〳
〵
敷
独
か
も
ね
む
と
い
へ
る
様
、
無
上
至
極
歌
也
。
」（
翻
刻
は
筆
者
に
よ
る
。
た
だ
し
読
解
の
便
宜
上
、
句
読
点
を
補
っ
た
）
と
あ
る
が
、
こ
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れ
は
『
基
箭
抄
』
の
注
釈
の
一
部
に
一
致
す
る
。

（
七�
）
蝶
が
「
恋
す
て
ふ
」
の
「
て
ふ
」
を
踏
ま
え
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
持
統
天
皇
歌
の
雛
形
図
（「
衣
ほ
す
て
ふ
」）
も
併
せ
て
参
照
し
つ
つ
、

前
掲
注
（
一
）
の
拙
稿
で
指
摘
し
た
。

（
八�

）「
大
堰
川
お
ろ
す
筏
の
い
か
な
れ
ば
流
れ
て
つ
ね
に
恋
し
か
る
ら
ん
」（
古
今
六
帖
・
一
五
八
七
「
川
」）、「
大
堰
川
く
だ
す
筏
の
み
な
れ
ざ
を
見
な

れ
ぬ
人
も
恋
し
か
り
け
り
」（
拾
遺
・
恋
一
・
六
三
九�

よ
み
人
し
ら
ず
）
な
ど
、
平
安
前
期
か
ら
大
堰
川
の
筏
流
し
を
詠
む
例
が
確
認
で
き
、
以
降
、

中
世
・
近
世
期
に
至
る
ま
で
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
用
例
が
確
認
で
き
る
。

（
九�

）
こ
の
三
首
の
波
と
桶
が
表
象
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
前
掲
注
（
一
）
の
拙
稿
に
指
摘
し
た
。

（
十�

）
な
お
、『
百
人
一
首
絵
抄
』
の
道
因
法
師
歌
の
雛
形
図
か
ら
は
、『
小
倉
山
百
首
雛
形
』
に
描
か
れ
て
い
た
伊
勢
海
老
も
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
伊

勢
海
老
は
、
道
因
法
師
歌
の
「
さ
て
も
命
は
あ
る
も
の
を
」
を
踏
ま
え
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
祝
賀
的
な
雰
囲
気
が
和
歌
の
内
容
に
そ
ぐ
わ
な
い

と
い
う
判
断
か
ら
削
除
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
十
一�

）『
蜻
蛉
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
暦
九
年
（
九
五
五
）
の
あ
る
明
け
方
、
町
の
小
路
の
女
の
元
へ
通
い
初
め
て
い
た
夫
・
藤
原
兼
家
が
や
っ
て
き
た

が
、
門
を
開
け
さ
せ
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
兼
家
は
そ
の
女
の
も
と
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
っ
た
の
で
詠
み
送
っ
た
歌
と
さ
れ
て
い
る
。

（
十
二�

）
こ
の
雛
形
図
の
雄
鶏
が
表
象
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
前
掲
注
（
一
）
の
拙
稿
に
指
摘
し
た
。
な
お
、『
像
讃
抄
』『
基
箭
抄
』
の
歌
意
絵
で
も
、

兼
家
が
門
の
外
で
待
た
さ
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
十
三�

）
こ
の
点
も
、
前
掲
注
（
一
）
の
拙
稿
に
触
れ
た
。
ま
た
、
小
袖
模
様
雛
形
の
文
学
意
匠
が
も
つ
謎
か
け
の
要
素
は
、
拙
稿
「
平
安
中
・
後
期
の
女

房
装
束
に
見
る
「
歌
絵
意
匠
」
考
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
第
一
〇
七
号
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
、
一
四
～
二
七
頁
）
に
論
じ
た
平
安
期
の
女
房
装
束

に
散
見
さ
れ
る
歌
絵
意
匠
に
通
じ
て
い
る
。

（
十
四�

）
主
要
な
先
行
研
究
と
し
て
、
後
掲
す
る
論
の
他
、
藤
田
洋
治
「
百
人
一
首
版
本
二
種
―『
七
宝
百
人
一
首
』
と
『
花
鶴
百
人
一
首
銭
箱
』―
」（『
東

京
成
徳
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
四
号
、
一
九
九
一
年
三
月
、
八
七
～
一
二
三
頁
）、
藤
田
洋
治
「
版
本
『
絵
入
百
人
一
首
』
の
合
刻
作
品
―
近
世
期

女
子
教
養
書
と
し
て
―
」（『
人
文
科
教
育
研
究
』
第
二
十
二
号
、
一
九
九
五
年
八
月
、
一
九
七
～
二
〇
五
頁
）、
和
田
律
子
「
流
通
経
済
大
学
所
蔵

祭
魚
洞
文
庫
『
百
人
一
首
全
』」（『
流
通
法
學
』
第
十
一

－

二
号
、
二
〇
一
二
年
一
月
、
一
八
三
～
二
〇
二
頁
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
十
五�

）
吉
海
直
人
「
百
人
一
首
の
版
本
」（『
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
四
八
三
頁
）。

（
十
六�

）
小
泉
吉
永
「
女
子
用
往
来
と
百
人
一
首
」（
白
幡
洋
三
郎
編
『
百
人
一
首
万
華
鏡
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
五
五
～
七
〇
頁
）。

（
十
七�

）
加
藤
弓
枝
「
絵
入
百
人
一
首
の
出
版
」（
中
川
博
夫
・
田
渕
句
美
子
・
渡
邉
裕
美
子
編
『
百
人
一
首
の
現
在
』
所
収
、
青
簡
舎
、
二
〇
二
二
年
、
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二
一
〇
～
二
三
一
頁
）。
な
お
加
藤
は
、『
百
人
一
首
』
や
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
女
子
用
往
来
の
刊
行
数
が
宝
暦
以
降
に
急
増
す
る
背
景
と
し
て
、

こ
れ
ら
が
古
典
文
学
で
あ
る
た
め
、
本
屋
同
士
で
重
版
や
類
版
の
問
題
に
な
り
に
く
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

（
十
八�

）
前
掲
注
（
十
六
）
小
泉
論
。

（
十
九�
）
山
辺
知
行
監
修
・
上
野
佐
江
子
編
『
小
袖
模
様
雛
形
本
集
成�

壱
～
四
巻
』（
学
習
研
究
社
、
一
九
七
四
年
）。

（
二
十�
）
前
掲
注
（
十
九
）
の
集
成
壱
巻
「
解
題
」（
一
一
～
一
七
頁
、
執
筆
担
当
は
上
野
佐
江
子
）。

（
二
十
一�
）
前
掲
注
（
十
九
）
の
集
成
に
は
、
寛
文
七
年
刊
行
の
改
訂
版
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
二
十
二�

）
夕
顔
巻
、
須
磨
巻
を
踏
ま
え
た
雛
形
図
が
確
認
で
き
る
。

（
二
十
三�

）
図
㉗
㉘
は
、
前
掲
注
（
十
九
）
の
集
成
所
載
『
諸
国
御
ひ
い
な
が
た
』
よ
り
転
載
。
同
書
に
は
他
に
、「
宮
城
野
の
萩
」
の
意
匠
な
ど
も
確
認
で

き
、
お
そ
ら
く
「
宮
城
野
の
も
と
あ
ら
の
小
萩
露
を
重
み
風
を
ま
つ
ご
と
君
を
こ
そ
ま
て
」（
古
今
・
恋
四
・
六
九
四�

よ
み
人
し
ら
ず
）
な
ど
を

踏
ま
え
た
雛
形
図
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
十
四�

）
前
掲
注
（
二
）
の
河
原
論
に
も
、『
百
人
一
首
』
の
大
衆
化
が
小
袖
模
様
雛
形
に
お
け
る
意
匠
化
を
促
し
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
河
上
繁

樹
「
小
袖
雛
形
本
に
み
る
源
氏
模
様
の
展
開
」（『
人
文
論
究
』
第
五
九
巻
一
号
、
二
〇
〇
九
年
五
月
、
一
～
一
七
頁
）
は
、
十
七
世
紀
半
ば
以

降
、『
源
氏
物
語
』
の
絵
入
版
本
が
数
多
く
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
背
景
に
、
小
袖
雛
形
本
に
も
源
氏
模
様
が
登
場
す
る
と
論
じ
て
い
る
。『
百
人
一

首
』
に
も
同
様
の
動
き
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
二
十
五�

）
僅
か
な
例
外
と
し
て
、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
刊
『
当
世
新
板
紅
葉
の
山
』
に
は
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
数
の
古
典
文
学
を
モ
チ
ー
フ
と

す
る
雛
形
図
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
意
匠
化
の
方
向
性
に
も
特
徴
が
あ
る
。

（
二
十
六�

）
前
掲
注
（
二
）
河
原
論
に
も
、『
百
人
一
首
』
を
意
匠
化
し
た
雛
形
図
の
量
に
対
し
て
、
現
存
実
作
例
が
少
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
二
十
七�

）
前
掲
注
（
二
）
河
原
論
。

[

付
記]�　

本
稿
は
、
和
歌
文
学
会
二
〇
二
三
年
十
一
月
例
会
（
於�
日
本
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
な
お
、
本
稿
の
構
想
段
階
に
和
田
律

子
氏
よ
り
貴
重
な
ご
意
見
・
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
執
筆
時
に
、
吉
海
直
人
氏
よ
り
ご
架
蔵
の
『
小
倉
山
百
首
雛
形
』『
小
倉
山
色
紙

模
様
』
を
頂
戴
し
た
。
諸
先
生
方
の
ご
厚
意
・
ご
学
恩
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
科
学
研
究
費
基
金
助
成
金
（
基
盤
Ｃ
）

「
小
袖
模
様
雛
形
に
お
け
る
文
学
意
匠
の
総
合
的
研
究
と
資
料
集
成
」（
研
究
課
題
／
領
域
番
号（（K

00（0（

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
も
り
た
・
な
お
み　

経
営
学
部
准
教
授
）


