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日尾荊山判『七拾六番歌合』翻刻と解題

　
　
　

�［
要
旨
］
本
稿
で
は
、
二
〇
二
〇
年
度
大
学
院
のzoom

遠
隔
講
義
の
成
果
と
し
て
、
日
尾

荊
山
判
『
七
十
六
番
歌
合
』
の
翻
刻
と
解
題
を
掲
載
す
る
。

　
　
　

�　
『
七
十
六
番
歌
合
』
は
、
日
尾
荊
山
（
一
七
八
九
―
一
八
五
九
）
が
指
導
す
る
江
戸
武
家

屋
敷
で
女
性
の
参
加
も
多
い
歌
合
で
あ
っ
た
。

　
　
　

�　

主
宰
及
び
判
者
を
務
め
た
日
尾
荊
山
は
、
江
戸
後
期
の
儒
学
者
・
国
学
者
で
あ
る
。
寛

政
元
年
、
武
蔵
国
秩
父
日
尾
村
（
現
在
の
埼
玉
県
小
鹿
野
町
日
尾
）
に
生
ま
れ
る
。
安
政

六
年
没
、
享
年
七
十
一
。
江
戸
に
出
た
後
、
亀
田
鵬
斎
等
の
元
で
学
問
を
究
め
、
私
塾
「
至

誠
堂
」
で
数
々
の
門
人
を
育
成
し
た
経
歴
を
持
つ
。
ま
た
、
漢
文
訓
読
「
日
尾
点
」
を
編

み
出
し
、
代
表
作
『
訓
点
復
古
』（
天
保
六
年
刊
）
を
始
め
と
し
た
、
日
本
古
典
に
関
す
る

多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
に
は
生
誕
二
三
〇
年
・
没
後
一
六
〇
年
を
記

念
し
、
出
生
地
で
あ
る
小
鹿
野
町
に
お
い
て
、
同
じ
く
学
者
で
あ
っ
た
妻
・
邦
子
や
娘
・

直
子
ら
の
資
料
を
一
堂
に
公
開
し
た
特
別
展
が
開
催
さ
れ
た
。

　
　
　

�　

今
回
扱
う
『
七
十
六
番
歌
合
』
は
、
福
田
安
典
「
日
尾
荊
山
判
『
七
十
六
番
歌
合
』
を

め
ぐ
っ
て
」（
日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
『
国
文
目
白
』（
54
号
、
２
０
１
５
年
２
月
）

に
お
い
て
既
に
紹
介
し
た
が
、
こ
の
論
を
元
に
し
て
、
男
女
身
分
も
関
係
無
く
参
加
者
そ

れ
ぞ
れ
が
歌
合
を
通
し
て
培
っ
た
豊
富
な
知
識
を
糧
に
本
格
的
な
歌
合
が
行
わ
れ
た
こ
と

を
新
た
な
見
解
と
し
て
導
き
出
し
た
。
歌
合
参
加
者
が
、
古
典
和
歌
か
ら
中
国
故
事
に
至

る
ま
で
、
幅
広
い
知
識
を
活
か
し
た
和
歌
作
り
を
荊
山
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
窺
え
る
。

　
　
　

�　

ま
た
、
題
意
に
合
う
歌
と
な
る
様
に
判
者
で
あ
る
荊
山
が
歌
を
添
削
し
た
こ
と
か
ら
、

　

本
稿
で
は
日
尾
荊
山
判
『
七
十
六
番
歌
合
』
の
翻
刻
と
解
題
を
掲
載
す
る
。
書
誌

は
後
掲
。
二
〇
二
〇
年
度
の
大
学
院
のzoom

遠
隔
講
義
の
成
果
で
、
時
田

（
三
七
・
四
五
・
四
六
・
四
七
・
五
〇
・
五
七
・
五
八
・
五
九
・
六
〇
・
七
二
・
追
加
）、
都
築

（
三
八
・
四
八
・
四
九
・
六
一
・
六
二
）、
堀
（
三
九
・
四
〇
・
五
一
・
五
二
・

六
三
・
六
四
・
六
五
）、
大
崎
（
四
一
・
四
二
・
五
三
・
五
四
・
六
六
・
六
七
・
六
八
）、
小
澤

（
四
三
・
四
四
・
五
五
・
五
六
・
六
九
・
七
〇
・
七
一
）
を
担
当
し
た
。

多
種
多
様
な
和
歌
に
対
し
、
漢
学
及
び
和
学
の
観
点
よ
り
判
定
を
行
っ
た
荊
山
の
、
多
く

の
門
人
を
集
め
た
塾
経
営
者
と
し
て
の
顔
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

�　

今
後
こ
の
資
料
が
、
日
尾
荊
山
と
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
の
研
究
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
す
る
。

　
　
　
［
キ
ー
ワ
ー
ド
］
日
尾
荊
山
・『
七
十
六
番
歌
合
』・
江
戸
後
期
・
国
学
者

福
田
安
典
・
時
田
紗
緒
里
・
都
築
里
花
子
・
堀
万
佑
子
・
大
崎
園
夏
・
小
澤
桃
子

　
日
尾
荊
山
判
『
七
拾
六
番
歌
合
』
翻
刻
と
解
題
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【
凡
例
】

一
、
平
仮
名　

現
行
の
字
体
を
用
い
た
。

一
、
漢
字　

新
字
体
に
改
め
た
。

一
、�

句
点
・
オ
ド
リ
字　

底
本
を
忠
実
に
翻
刻
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
た
め
施
さ

な
か
っ
た
。

一
、
判
詞
の
行
移
り
は
原
文
通
り
を
原
則
と
す
る
が
、
一
部
改
め
た
。

一
、
末
尾
名
寄
せ
は
適
宜
【　

】
な
ど
の
処
理
を
施
し
た
。

【
本
文
】

三
十
七
番　

時
々
見
恋

　
　

左　
　
　
　
　

道
成

露
ふ
か
き
あ
し
た
の
は
ら
の
か
き
わ
ら
ひ
を
り
〳
〵
見
て
は
袖
ぬ
ら
し
け
り

　
　

右　

勝　
　
　

八
百
子

よ
そ
に
の
み
月
日
経
に
け
り
飛
鳥
の
し
は
〳
〵
め
に
そ
見
ゆ
る
物
か
ら

　
　

左
か
き
わ
ら
ひ
新
拾
遺
知
家
け
ふ
の
日
は
く
る
ゝ
と

　
　

や
ま
の
か
き
わ
ら
ひ
明
は
ま
た
見
む
を
り
す
き
ぬ
ま
に
と

　
　

い
へ
る
詞
を
め
つ
ら
し
う
思
ひ
て
と
り
出
ら
れ
た

　
　

め
れ
と
其
詮
な
し
知
家
の
う
た
は
日
の
く
る
ゝ
と
山
に

　
　

樞
戸
と
か
け
さ
て
鑰
と
か
け
て
明
け
は
つ
ゝ
け
た
る
也

　
　

く
る
ゝ
戸
は
源
氏
花
宴
に
見
え
た
り
さ
て
此
哥
は
初
蕨

　
　

ま
た
は
下
わ
ら
ひ
な
と
い
ひ
て
も
あ
り
ぬ
へ
き
を
や
右
月
日

　
　

経
に
け
り
は
光
陰
の
早
く
す
き
行
を
飛
鳥
に
た
と
へ

　
　

て
よ
し
あ
し
に
心
ひ
か
れ
て
朝
夕
の
め
に
し
た
る
鳥
の

　
　

行
方
し
ら
す
も
と
よ
め
り
し
古
き
抄
物
に
よ
り
て

　
　

さ
て
夫
を
女
に
よ
そ
へ
た
り
左
申
む
ね
有
を
も
て
例
に

　
　

た
か
ひ
て
右
を
勝
と
す

三
拾
八
番

　
　

左　
　
　
　
　

道
世

あ
し
た
に
も
夕
に
も
見
し
お
も
か
け
は
た
へ
す
そ
か
よ
ふ
夢
の
う
き
は
し

　
　

右　

勝　
　
　

は
つ
せ

難
波
か
た
し
ほ
の
ひ
る
ま
を
よ
す
か
に
て
み
る
め
そ
あ
ま
か
い
の
ち
成
け
る

　
　

左
は
巫
山
の
神
女
か
楚
襄
王
の
夢
に
見
へ
て
あ
し

　
　

た
に
雨
と
な
り
夕
に
は
雲
と
成
て
ま
み
へ
参
ら

　
　

せ
む
と
い
へ
り
し
古
事
に
定
家
の
春
夜
の
夢

　
　

の
う
き
は
し
と
た
え
し
て
峯
に
わ
か
る
ゝ
よ
こ

　
　

雲
の
空
と
い
へ
る
を
思
ひ
て
か
れ
は
と
た
へ
し
て

　
　

と
よ
め
る
を
こ
れ
は
こ
と
さ
ら
に
た
え
す
そ
か
よ
ふ

　
　

と
よ
め
る
歟
さ
れ
と
一
首
の
さ
ま
は
右
少
し
く

　
　

ま
さ
り
ぬ
へ
し

三
拾
九
番

　
　

左　
　
　
　
　

長
た
ゝ

中
々
に
み
て
は
な
み
た
に
く
れ
は
鳥
あ
や
な
く
す
く
す
折
そ
お
ほ
か
る

　
　

右　

勝　
　
　

や
す
み

い
か
に
せ
む
賤
か
を
り
た
く
し
は
〳
〵
も
見
な
か
ら
あ
は
て
も
ゆ
る
思
ひ
を

　
　

左
右
か
た
み
に
申
む
ね
な
く
と
ゝ
の
ひ
た
る
か
中
に
右
は
殊
さ
ら
な
り

四
拾
番

　
　

左　

勝　
　
　

暉
子

あ
な
恋
し
霞
の
ま
よ
り
ほ
の
〳
〵
と
を
り
〳
〵
み
す
る
花
の
お
も
か
け

　
　

右　
　
　
　
　

秀
な
り

み
む
こ
と
は
た
へ
ま
か
ち
な
る
人
を
さ
へ
お
も
ひ
わ
す
る
ゝ
時
の
間
も
な
し
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左
古
今
な
る
山
さ
く
ら
霞
の
ま
よ
り
ほ
の
か
に
も
み
て

　
　

し
き
み
こ
そ
恋
し
か
り
け
れ
と
い
へ
る
心
は
へ
を
学

　
　

ひ
て
つ
ゝ
け
か
ら
い
と
を
さ
な
か
れ
と
ま
さ
し
く
初
学
の

　
　

人
と
見
ゆ
れ
は
き
こ
え
た
り
と
申
へ
し

　
　

右
本
の
句
み
る
事
は
た
へ
ま
か
ち
な
る
人
を
た
に
と

　
　

あ
る
へ
し
さ
へ
は
か
ゝ
る
所
に
あ
る
へ
き
詞
な
ら
す

　
　

た
に
と
さ
へ
と
の
け
ち
め
は
ま
ろ
か
う
ひ
ま
な
ひ
の

　
　

た
め
に
も
の
し
〳
〵
た
に
さ
へ
と
云
へ
る
さ
う
し
に

　
　

さ
と
ひ
こ
と
に
と
き
な
し
て
く
は
し
く
し
る
し
け
り

　
　

序
あ
ら
は
見
る
へ
し
さ
て
し
は
ら
く
左
を
勝
と
す

四
拾
一
番

　
　

左　

勝　
　
　

こ
ま
子

逢
事
は
か
た
の
ゝ
き
ゝ
す
恋
わ
ひ
て
を
り
を
り
〳
〵
み
て
は
ね
を
の
み
そ
な
く

　
　

右　
　
　
　
　

成
正

う
ら
に
す
む
蜑
な
ら
ぬ
身
も
折
々
の
み
る
め
は
か
り
に
袖
そ
ぬ
れ
け
る

　
　

左
さ
せ
る
節
も
な
け
れ
と
う
た
か
ら
な
た
ら
か
に

　
　

聞
ゆ
右
心
詞
こ
ま
や
か
な
る
に
ゝ
た
れ
と
少
し
く

　
　

い
ひ
ふ
り
た
る
に
や
畢
竟
左
に
勝
を
ゆ
つ
り
ぬ
へ
し

四
拾
二
番

　
　

左　

持　
　
　

下
枝
子

た
ま
さ
か
に
み
れ
は
恋
ち
や
増
る
覧
つ
ね
よ
り
い
と
ゝ
袖
は
濡
け
り

　
　

右　
　
　
　
　

英
順

わ
か
恋
は
雲
行
み
ね
の
月
影
に
し
は
〳
〵
み
へ
て
心
そ
ら
也

　
　

左
腰
の
句
た
ゝ
恋
と
い
ひ
て
は
こ
と
た
ら
ね
は
恋
ち
と
は

　
　

い
ひ
け
む
さ
ら
は
用
な
き
事
也
恋
路
に
は
ふ
み
わ
く
か

　
　

ま
と
ふ
な
と
よ
せ
の
詞
あ
る
へ
し
あ
る
は
泥
の
事
に

　
　

よ
せ
て
深
き
こ
ひ
ち
に
お
り
た
つ
な
と
も
よ
め
り

　
　

こ
ゝ
は
見
る
に
も
ま
さ
る
お
も
ひ
河
な
と
あ
ら
は
結
句

　
　

に
照
映
有
ぬ
へ
し
さ
れ
と
是
は
こ
ゝ
ろ
み
に
い
ふ

　
　

ま
て
に
て
よ
し
と
す
る
に
は
あ
ら
す
右
も
初
五
あ
た

　
　

人
は
な
と
ゝ
置
て
三
の
句
月
影
か
な
と
あ
ら
て
は

　
　

聞
へ
す
所
詮
持
な
と
に
や

四
拾
三
番

　
　

左　

持　
　
　

た
ゝ
香

う
ら
波
の
よ
る
の
み
る
め
も
有
な
か
ら
か
り
に
も
あ
は
ぬ
蜑
か
身
そ
う
き

　
　

右　
　
　
　
　

千
代
瀬

と
も
す
れ
は
泪
に
ぬ
る
ゝ
袂
か
な
し
ほ
の
み
ち
ひ
の
う
ら
な
ら
な
く
に

　
　

左
右
と
も
に
聞
へ
た
れ
と
題
意
う
と
け
れ
は
判
せ
す

四
拾
四
番

　
　

左　

持　
　
　

待
瀬

恋
す
れ
は
人
に
心
を
お
き
の
い
し
の
み
え
か
く
れ
す
る
君
そ
わ
り
な
き

　
　

右　
　
　
　
　

ひ
ろ
し

見
し
影
は
有
明
の
つ
き
に
あ
く
か
れ
て
い
く
よ
か
露
に
立
そ
ほ
ち
け
む

　
　

左
右
か
た
み
に
初
五
落
着
せ
す
左
は
朝
夕
に

　
　

な
と
あ
る
へ
き
か
右
は
ほ
の
み
て
し
な
と
引
直
し

　
　

て
も
な
ほ
題
意
に
う
と
か
る
へ
く
覚
ゆ
れ
は
な
そ

　
　

ら
へ
て
為
持

四
拾
五
番

　
　

左　

持　
　
　

藤
尾

こ
ゝ
ろ
あ
て
の
雲
の
は
つ
か
に
み
し
月
の
手
に
も
と
ま
れ
す
物
を
社
思
へ
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右　
　
　
　
　

と
し

た
ま
さ
か
に
み
て
な
く
さ
め
と
か
つ
ら
き
や
よ
そ
め
に
か
ゝ
る
人
の
俤

　
　

左
う
た
は
あ
し
か
ら
ね
と
は
つ
か
に
見
し
に
て
は

　
　

題
に
か
な
は
す
右
は
よ
そ
に
の
み
見
て
や
ゝ
み
な
ん

　
　

か
つ
ら
き
や
と
い
へ
る
本
哥
に
な
つ
み
て
詞
つ
ゝ
き
た
と

　
　

〳
〵
し
く
勝
へ
き
ほ
と
に
も
あ
ら
ね
は
為
持

四
拾
六
番

　
　

左　

勝　
　
　

松
を
か

み
る
た
ひ
に
こ
ゝ
ろ
空
な
る
浮
雲
の
は
れ
ぬ
お
も
ひ
に
袖
し
ほ
り
つ
ゝ

　
　

右　
　
　
　
　

す
か

し
は
〳
〵
に
み
て
も
心
は
う
き
ぬ
な
は
ふ
か
き
み
池
に
生
ふ
る
物
ゆ
ゑ

　
　

左
一
わ
た
り
聞
へ
た
り
右
ふ
か
き
み
い
け
成
心

　
　

な
ら
す
こ
ひ
ち
に
と
あ
ら
は
や
左
勝
た
り

四
拾
七
番

　
　

左　
　
　
　
　

正
よ
し

見
る
計
心
は
空
に
く
れ
竹
や
葉
わ
け
の
月
と
を
り
ふ
し
の
ま
に

　
　

右　

勝　
　
　

と
き

思
ひ
餘
り
袖
の
色
に
や
あ
ら
は
れ
ん
を
り
〳
〵
み
る
を
あ
ふ
に
な
し
て
も

　
　

左
心
得
か
ね
た
り
お
そ
ら
く
は
無
心
所
着
に
ち
か
ゝ

　
　

ら
ん
こ
と
を
右
は
下
の
句
伊
物
の
語
を
と
り
出
ら

　
　

れ
て
お
ほ
け
な
き
や
う
な
れ
と
題
意
に
ふ
さ

　
　

は
し
け
れ
は
勝
と
申
す
七
十
拾
貳
の
右
の
哥
も
此
こ
と

　
　

は
を
用
ひ
て
こ
ゝ
な
る
に
は
は
る
か
に
ま
さ
れ
り

　
　

そ
は
そ
こ
に
判
す
る
を
見
よ

四
拾
八
番

　
　

左　

持　
　
　

た
か

あ
ふ
ひ
て
ふ
名
は
か
け
て
し
も
頼
ま
ほ
し
を
り
ふ
し
こ
と
の
み
す
の
ま
と
ひ
は

　
　

右　
　
　
　
　

ち
よ

み
て
し
よ
り
心
は
そ
ら
に
う
き
雲
や
た
へ
ぬ
お
も
ひ
に
ふ
る
泪
か
な

　
　

左
結
句
何
と
も
心
ゆ
か
す
右
う
た
の
心
は
あ
き
ら

　
　

か
な
れ
と
見
そ
む
る
恋
な
と
の
こ
と
く
聞
ゆ
る
に
や

　
　

な
ほ
勝
と
も
申
か
た
か
る
へ
し

四
拾
九
番

　
　

左　
　
　
　
　

ひ
ろ
し

へ
た
て
ゝ
は
音
そ
な
か
れ
け
る
山
鳥
の
を
ろ
の
か
ゝ
み
の
影
な
ら
な
く
に

　
　

右　

勝　
　
　

や
す
み

さ
き
の
世
の
契
か
あ
さ
か
の
沼
な
れ
や
か
つ
み
な
か
ら
に
逢
瀬
あ
ら
ぬ
は

　
　

左
題
意
う
と
し
た
ゝ
し
を
ろ
の
か
ゝ
み
の
影
と
い

　
　

へ
る
に
と
き
〳
〵
見
る
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
を
ふ
く
め
た
り

　
　

な
と
い
は
む
か
い
と
お
ほ
つ
か
な
し
右
は
と
ゝ

　
　

の
ひ
て
聞
ゆ
勝
た
る
へ
し

五
拾
番

　
　

左　
　
　
　
　

な
り
之

玉
ほ
こ
の
み
ち
の
た
よ
り
の
小
柴
か
き
し
は
〳
〵
み
れ
と
お
と
ろ
か
さ
は
や

　
　

右　

勝　
　
　

く
に

よ
そ
に
の
み
見
て
や
は
や
ま
む
い
く
度
か
袖
に
し
く
る
ゝ
峯
の
う
き
雲

　
　

左
二
の
句
道
の
行
て
の
と
あ
ら
ま
ほ
し
右
は
例
の

　
　

新
古
今
か
つ
ら
き
や
高
ま
の
山
と
い
へ
る
を
本
哥
に
し
て

　
　

よ
み
出
ら
れ
た
り
と
見
ゆ
勝
た
る
へ
き
な
む

　
　
　

因
に
云
袖
に
し
く
る
ゝ
み
ね
の
う
き
雲
と
い
へ
る
は
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新
古
有
家
の
わ
れ
な
か
ら
お
も
ふ
か
も
の
を
と
は
か
り
に

　
　
　

袖
に
し
く
る
ゝ
に
は
の
松
風
と
い
へ
る
を
学
は
れ

　
　
　

た
る
な
る
へ
し

五
拾
一
番

　
　

左　

持　
　
　

行
高

を
り
〳
〵
に
見
ゆ
る
も
は
か
な
さ
や
巻
の
さ
す
か
に
中
は
思
ひ
き
ら
な
て

　
　

右　
　
　
　
　

ぬ
ひ

中
か
き
の
露
の
た
へ
ま
の
を
り
〳
〵
に
み
て
の
み
し
の
ふ
朝
顔
の
花

　
　

左
は
か
な
さ
や
巻
と
い
ひ
よ
せ
た
る
は
後
撰
に
貫
之

　
　

の
み
ち
の
国
へ
ま
か
り
け
る
人
に
火
打
を
つ
か
は
す
と
て

　
　

書
付
け
る
と
い
へ
る
う
た
折
々
に
う
ち
て
や
き
ひ
の
煙
あ
ら
は

　
　

こ
ゝ
ろ
さ
す
か
を
し
の
へ
と
そ
思
ふ
為
家
抄
に
さ
す
か
は

　
　

腰
刀
な
り
燧
を
つ
く
る
と
有
に
も
と
つ
き
て
折
々
と
打

　
　

出
て
火
打
の
火
を
き
る
に
寄
せ
て
お
も
ひ
き
ら
な
て

　
　

と
よ
め
る
か
火
を
き
る
と
云
は
壒
嚢
鈔
に
火
打
と
云
字
は

　
　

鑽
の
字
を
も
ち
ゆ
火
を
き
る
と
よ
め
は
心
か
な
ひ
た
り
と

　
　

有
と
も
よ
く
云
詞
也
さ
や
ま
き
の
事
は
こ
ゝ
に
無
用
と

　
　

な
れ
は
委
し
く
は
い
は
す
右
も
も
の
語
の
風
情
な
と

　
　

ほ
の
め
か
し
て
あ
し
か
ら
す
聞
ゆ
れ
と
左
の
力
あ
る
に
勝

　
　

ほ
と
な
ら
ね
は
準
へ
て
為
持

五
拾
二
番

　
　

左　

勝　
　
　

な
か
忠

し
は
舟
の
し
は
〳
〵
君
を
み
な
れ
棹
つ
ひ
の
よ
る
せ
を
待
こ
そ
い
ふ
れ

　
　

右　
　
　
　
　

ふ
く

わ
か
草
の
生
行
末
そ
た
の
ま
る
ゝ
み
る
た
ひ
こ
と
に
色
し
そ
は
れ
は

　
　

左
右
聞
へ
た
り
左
少
し
く
ま
さ
れ
り
さ
れ
と
尾
句
待
わ
た
る
か
な
と
あ
る
へ
し

五
拾
三
番

　
　

左　

勝　
　
　

道
世

朝
夕
に
み
る
め
か
り
つ
ゝ
伊
勢
の
海
の
か
ひ
も
な
き
さ
に
年
を
へ
よ
と
や

　
　

右　
　
　
　
　

お
も
ひ
餘
る
を
り
〳
〵
こ
と
の
か
い
ま
み
に
は
し
た
な
き
ま
て
袖
は
濡
け
り

　
　

右
は
一
首
伊
勢
物
語
は
し
め
の
段
の
詞
も
て
つ
ゝ

　
　

り
立
ら
れ
た
れ
と
い
ふ
に
も
聞
へ
す
左
よ
く
と
ゝ

　
　

の
ひ
て
き
こ
ゆ
勝
に
て
こ
そ

五
拾
四
番

　
　

左　

勝　
　
　

松
麿

つ
れ
な
く
も
猶
を
り
〳
〵
は
み
わ
の
市
う
る
よ
し
な
し
と
思
ひ
す
て
め
や

　
　

右　
　
　
　
　

あ
や

あ
り
し
日
の
お
も
か
け
も
ま
た
さ
ら
ぬ
ま
に
わ
り
な
や
人
の
何
と
み
ゆ
ら
む

　
　

左
三
わ
の
市
め
つ
ら
し
右
お
も
ひ
入
た
る
趣
な
か
ら

　
　

末
の
句
い
ひ
お
ほ
せ
す
ま
た
も
や
人
を
見
て
か
わ
り

　
　

な
き
な
と
あ
ら
は
や
と
思
ふ
は
い
か
に
左
を
勝
と
す

五
拾
五
番

　
　

左　

勝　
　
　

道
成

玉
た
れ
の
を
す
の
ゆ
ら
き
の
折
々
に
み
る
面
影
を
あ
く
よ
し
も
か
な

　
　

右　
　
　
　
　

や
ほ
子

わ
か
恋
は
雲
間
の
月
の
を
り
〳
〵
に
見
え
て
そ
い
と
ゝ
袖
の
ぬ
れ
け
る

　
　

左
平
懐
な
る
も
右
一
首
お
ほ
つ
か
な
け
な
る
は
下
の
句

　
　

つ
ゝ
け
か
ら
よ
か
ら
ぬ
か
ら
也
見
へ
て
も
袖
に
か
け

　
　

も
や
と
ら
す
な
と
も
あ
ら
は
や
さ
て
も
十
分
に
も
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あ
ら
す
此
つ
か
ひ
と
も
に
初
ま
な
ひ
の
人
と
見
ゆ

　
　

れ
は
手
い
た
く
は
ろ
う
せ
す
し
は
ら
く
左
を
勝
と
す

五
拾
六
番

　
　

左　

持　
　
　

み
ち
よ

わ
か
恋
は
春
の
さ
く
ら
に
秋
の
月
ち
た
ひ
み
れ
と
も
あ
く
時
そ
な
き

　
　

右　
　
　
　
　

は
つ
せ

む
ら
雲
に
も
れ
出
る
月
の
影
な
ら
て
み
え
み
見
え
す
み
物
お
も
へ
と
や

　
　

左
右
題
は
は
る
か
に
こ
と
な
れ
ど
歌
か
ら
は
同
し
ほ
と
の
こ
と
に
や
侍
ら
ん

五
拾
七
番

　
　

左　

勝　
　
　

な
か
た
ゝ

か
く
と
た
に
お
も
ふ
心
を
ゝ
り
〳
〵
に
み
き
は
の
あ
し
の
ほ
の
め
か
さ
は
や

　
　

右　
　
　
　
　

や
す
み

言
と
は
む
よ
し
も
あ
ら
す
て
見
る
度
に
い
と
ゝ
お
も
ひ
の
ま
す
か
ゝ
み
か
な

　
　

左
初
五
か
く
は
か
り
と
あ
ら
ま
ほ
し
右
聞
へ
た
れ

　
　

と
初
二
い
さ
ゝ
か
も
縁
な
く
て
ま
す
か
ゝ
み
に
は
か
に

　
　

と
り
い
て
ら
れ
た
る
や
う
な
り
お
も
か
け
な
と
よ
せ

　
　

あ
る
詞
も
侍
る
を
や
な
ほ
引
直
し
て
左
を
勝
と
す

　
　
　

因
に
言
右
は
頓
阿
の
う
き
中
は
か
ゝ
み
に
う
つ
る

　
　
　

影
な
れ
や
あ
り
と
は
見
れ
と
こ
と
も
か
よ
は
す
と

　
　
　

い
へ
る
を
あ
し
う
学
は
れ
た
る
に
か
是
ら
は
格
別
の

　
　
　

事
也

五
拾
八
番

　
　

左　

勝　
　
　

て
る
子

う
し
つ
ら
し
よ
そ
に
み
る
ま
に
た
ま
か
つ
ら
た
へ
す
お
も
ひ
の
な
と
み
た
る
ら
む

　
　

右　
　
　
　
　

秀
成

わ
す
れ
ぬ
と
思
ひ
お
も
へ
は
中
々
に
た
ま
さ
か
に
見
る
君
そ
く
る
し
き

　
　

右
初
二
い
ひ
さ
ま
た
し
か
な
ら
す
左
先
聞
へ
た
り
と
て
勝
と
す

五
拾
九
番

　
　

左　
　
　
　
　

駒
子

わ
か
恋
は
沖
の
し
ら
す
の
さ
ゝ
れ
石
し
ほ
ひ
し
ほ
み
ち
袖
そ
ぬ
れ
ぬ
る

　
　

右　

勝　
　
　

成
正

お
も
ふ
て
ふ
人
を
た
ま
さ
か
三
ヶ
月
の
つ
れ
な
き
か
け
を
た
の
み
社
す
れ

　
　

左
題
意
た
し
か
な
ら
ぬ
の
み
な
ら
す
つ
ゝ
け
か
ら
も

　
　

よ
く
も
き
こ
へ
す
右
も
初
五
の
て
ふ
と
言
詞
こ
ゝ
に

　
　

有
つ
か
す
お
も
ふ
そ
の
な
と
あ
る
へ
き
な
り
引
直
し

　
　

て
暫
く
勝
と
す

六
拾
番

　
　

左　

勝　
　
　

下
枝
子

お
も
ひ
ね
の
夢
は
か
り
さ
へ
う
れ
し
き
に
を
り
〳
〵
み
ゆ
る
人
そ
恋
し
き

　
　

右　
　
　
　
　

英
順

ゆ
く
舟
の
沖
つ
な
み
間
に
風
早
く
み
え
つ
か
く
れ
つ
こ
か
る
へ
ら
な
り

　
　

左
さ
へ
は
た
に
と
あ
る
へ
き
所
也
右
は
題
意
し
た
し

　
　

か
ら
す
し
ら
へ
も
ま
た
十
分
な
ら
す
よ
り
て
引

　
　

な
ほ
し
て
左
を
勝
と
す

六
拾
一
番

　
　

左　

勝　
　
　

た
ゝ
か

う
ち
た
え
て
み
さ
ら
ま
し
か
は
中
ゝ
に
お
も
ひ
ま
き
る
ゝ
折
も
あ
ら
ま
し

　
　

右　
　
　
　
　

千
代
世

俤
の
か
す
み
は
て
た
る
山
の
は
に
を
り
〳
〵
み
ゆ
る
花
も
う
ら
め
し

　
　

左
語
格
も
す
か
た
も
よ
く
と
ゝ
の
ひ
て
き
こ
ゆ
右
は
は
る
か
に
お
と
り
ぬ
へ
し
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六
拾
二
番

　
　

左　

持　
　
　

待
瀬

ひ
る
の
間
は
草
に
か
く
る
ゝ
蛍
よ
り
み
ぬ
よ
そ
ま
さ
る
わ
か
お
も
ひ
か
な

　
　

右　
　
　
　
　

ひ
ろ
し

み
る
ま
ゝ
に
と
ふ
よ
し
も
か
な
鳥
し
み
の
つ
は
さ
は
人
に
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら

　
　

左
題
意
お
ほ
ろ
け
に
や
そ
の
う
へ
四
の
句
見
ぬ
よ
そ

　
　

と
い
へ
る
そ
の
文
字
に
て
夜
の
ま
さ
り
行
は
か
り
を
か
こ

　
　

て
る
や
う
に
聞
ゆ
る
そ
か
し
右
は
問
に
飛
を
か
ね
た
る

　
　

か
と
も
き
ゝ
な
さ
る
れ
と
よ
く
〳
〵
あ
ち
は
ひ
み
れ
は

　
　

下
の
句
の
意
つ
ら
ぬ
き
て
も
き
こ
え
す
な
す
ら
へ
て

　
　

持
な
と
に
こ
そ

六
拾
三
番

　
　

左　

持　
　
　

藤
尾

か
ぜ
さ
わ
き
小
簾
ま
き
上
し
朝
顔
の
花
み
て
し
よ
り
袖
そ
露
け
き

　
　

右　
　
　
　
　

と
し

み
る
た
ひ
に
恋
し
か
り
け
り
な
か
〳
〵
に
あ
は
ぬ
お
も
ひ
を
何
か
こ
つ
覧

　
　

左
野
わ
き
の
巻
の
心
な
と
に
や
さ
れ
と
題
意
に
か
な
へ
り

　
　

と
も
お
ほ
へ
す
右
な
か
〳
〵
こ
ゝ
に
有
つ
か
す
と
も
に

　
　

申
旨
あ
る
持
に
て
侍
る
へ
し

六
拾
四
番

　
　

左　

持　
　
　

松
岡

な
れ
き
て
も
あ
ま
か
衣
の
ま
と
ほ
な
る
見
る
め
は
か
り
に
袖
ぬ
ら
す
か
な

　
　

右　
　
　
　
　

す
か

け
ふ
も
ま
た
見
て
の
み
過
ぬ
花
薄
ほ
に
い
て
て
な
ひ
く
時
も
有
や
と

　
　

左
右
心
詞
お
な
し
ほ
と
の
持
に
て
侍
る
へ
し

六
拾
五
番

　
　

左　
　
　
　
　

正
よ
し

う
き
人
に
つ
ら
さ
や
ま
す
と
思
ひ
つ
ゝ
し
は
〳
〵
み
て
し
我
そ
を
さ
な
き

　
　

右　

勝　
　
　

と
き

は
か
な
し
な
く
る
し
き
恋
も
を
り
〳
〵
に
み
る
を
心
の
な
く
さ
み
に
し
て

　
　

左
右
口
つ
き
い
と
を
さ
な
し
左
は
こ
と
の
こ
ゝ
ろ

　
　

と
き
こ
え
か
た
け
れ
は
右
の
か
な
し
い
ひ
と
り
た
る
を

　
　

勝
と
す

六
拾
六
番

　
　

左　

持　
　
　

た
か

い
の
り
て
も
あ
ふ
せ
も
し
ら
す
き
ふ
ね
川
を
り
〳
〵
み
つ
る
よ
そ
め
の
み
に
て

　
　

右　
　
　
　
　

ち
よ

う
き
人
は
す
ま
の
う
ら
わ
の
な
み
枕
よ
り
〳
〵
み
て
は
ぬ
る
ゝ
袖
か
な

　
　

左
右
き
こ
へ
た
れ
と
き
ふ
ね
川
す
ま
の
う
ら
さ

　
　

せ
る
よ
せ
も
な
く
と
り
出
ら
れ
た
る
詮
な
さ
は

　
　

お
な
し
ほ
と
の
事
な
る
へ
し

六
拾
七
番

　
　

左　

勝　
　
　

ひ
ろ
し

み
る
た
ひ
に
も
へ
社
増
れ
春
の
野
の
草
の
は
つ
か
に
お
も
ひ
初
し
か

　
　

右　
　
　
　
　

や
す
み

し
は
〳
〵
も
み
る
め
か
る
身
の
い
ひ
よ
ら
ん
よ
す
か
を
な
み
に
袖
ぬ
ら
し
筒

　
　

左
右
と
も
に
聞
へ
た
り
左
少
し
く
ま
さ
り
ぬ
へ
し

六
拾
八
番

　
　

左　
　
　
　
　

な
か
之

を
り
〳
〵
に
み
て
は
心
を
染
川
の
わ
た
る
世
を
こ
そ
し
ら
ま
ほ
し
け
れ
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右　

勝　
　
　

く
に

あ
ふ
事
は
さ
も
か
た
糸
の
よ
り
〳
〵
に
み
る
は
な
か
〳
〵
く
る
し
か
り
け
り

　
　

こ
の
つ
か
ひ
も
左
右
申
む
ね
な
く
と
ゝ
の
ひ
た
り

　
　

右
の
か
た
口
つ
き
す
こ
し
く
ま
さ
れ
る
に
や

六
拾
九
番

　
　

左　

勝　
　
　

行
高

わ
か
袖
に
な
み
た
の
露
の
玉
さ
か
に
見
て
も
見
ま
く
の
ほ
し
そ
わ
つ
ら
ふ

　
　

右　
　
　
　
　

ぬ
ひ

み
ね
高
み
を
ら
れ
ぬ
の
み
か
白
雲
の
た
え
ま
す
く
な
き
花
い
か
に
せ
ん

　
　

右
時
ゝ
の
意
た
し
か
な
ら
す
左
を
か
し
け
に
と
ゝ
の
ひ
た
り
勝
に
て
こ
そ

七
拾
番

　
　

左　

持　
　
　

な
か
た
ゝ

い
か
に
せ
ん
猶
を
り
〳
〵
は
み
ち
の
く
の
い
は
て
の
山
の
た
に
の
う
も
れ
木

　
　

右　
　
　
　
　

ふ
く

沖
津
ふ
ね
な
み
ま
〳
〵
に
ほ
の
見
へ
て
そ
で
の
う
ら
浪
猶
か
け
よ
と
か

　
　

左
一
首
お
ほ
ろ
け
な
り
右
は
な
み
ま
〳
〵
に
て
の

　
　

う
ら
浪
立
か
さ
な
り
た
る
か
い
ふ
せ
け
れ
は
勝
劣

　
　

を
い
は
す

七
拾
一
番

　
　

左　
　
　
　
　

み
ち
よ

朝
夕
に
み
て
も
あ
や
な
し
し
か
す
か
に
へ
た
て
し
物
を
お
も
は
ま
し
か
は

　
　

右　

勝　
　
　

く
に

し
ら
雲
の
な
ひ
く
か
た
こ
そ
か
た
か
ら
め
よ
そ
め
計
は
と
た
へ
す
も
か
な

　
　

左
腰
の
句
な
か
〳
〵
に
な
と
あ
る
へ
き
か
右
こ
と
な
し

　
　

勝
に
て
あ
る
へ
し

七
拾
二
番

　
　

左　
　
　
　
　

松
ま
ろ

折
々
に
み
て
も
霞
の
間
遠
に
て
い
つ
た
ち
よ
ら
む
花
の
か
け
そ
も

　
　

右　

勝　
　
　

あ
や

み
る
を
の
み
あ
ふ
に
な
し
て
も
と
も
す
れ
は
と
た
へ
か
ち
な
る
中
そ
く
る
し
き

　
　

右
見
る
を
の
み
あ
ふ
に
な
し
て
も
と
い
へ
る
詞
は
四
十
七

　
　

の
右
に
判
せ
し
こ
と
く
勢
語
の
う
た
の
要
語
な
れ
と
か
く

　
　

と
り
入
て
題
意
に
親
し
く
い
ひ
こ
な
し
た
る
か
作
者
の

　
　

手
か
ら
な
り
左
も
あ
し
か
ら
ね
と
な
ほ
お
よ
ひ

　
　

か
た
か
る
へ
し

追
加
一

　
　

左　

勝　
　
　

み
よ

た
ち
さ
わ
く
な
み
た
の
袖
を
い
か
に
せ
ん
を
り
〳
〵
よ
す
る
み
る
め
は
か
り
に

　
　

右　
　
　
　
　

竹
子

つ
た
か
つ
ら
た
え
ぬ
契
と
た
の
む
か
な
よ
し
た
ま
さ
か
の
み
る
め
は
か
り
も

　
　

左
右
は
同
し
み
る
め
は
か
り
に
は
侍
れ
ど
左
は
寄
も

　
　

有
て
つ
ゝ
け
か
ら
も
あ
し
か
ら
ね
は
と
て
勝
た
り

二
　
　

左　
　
　
　
　

き
み

か
ひ
な
し
や
入
ぬ
る
磯
の
草
か
く
れ
み
る
め
か
る
へ
き
折
そ
す
く
な
き

　
　

右　

勝　
　
　

ふ
く

を
り
〳
〵
に
み
る
め
か
る
と
も
か
ひ
な
し
な
は
な
れ
こ
し
ま
の
蜑
か
う
き
身
は

　
　

左
初
五
か
く
置
て
は
結
句
み
る
め
は
か
り
は
な
と

　
　

様
に
か
へ
る
て
に
を
は
な
く
て
は
と
ゝ
の
ほ
ら
す
右
の

　
　

か
ひ
な
し
な
は
と
ゝ
の
ひ
た
る
と
て
勝
と
す
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三
　
　

左　

持　
　
　

み
よ

雨
は
れ
し
雲
間
の
月
の
を
り
〳
〵
に
み
へ
か
く
れ
す
る
君
に
も
有
か
な

　
　

右　
　
　
　
　

た
け
子

お
も
ひ
餘
り
心
も
空
に
な
よ
竹
の
を
り
ふ
し
こ
と
に
み
ゆ
る
物
か
ら

　
　

�

左
題
意
た
し
か
な
り
と
も
覚
す
右
も
一
首
と
ゝ
の
ひ
て
も
き
こ
へ
す
持
に
て
侍

る
へ
し

　
　
　

因
に
左
尾
句
君
か
わ
り
な
さ
な
と
あ
ら
は
可
然
か

四
　
　

左　
　
　
　
　

き
み

折
々
に
み
る
め
計
の
契
に
て
よ
る
へ
は
な
み
の
う
き
し
ま
か
原

　
　

右　

勝　
　
　

ふ
く

玉
た
れ
の
た
ま
さ
か
に
の
み
俤
を
み
て
す
く
し
つ
る
恋
そ
は
か
な
き

　
　

左
う
き
し
ま
か
原
う
き
て
聞
ゆ
右
は
と
ゝ
の
ひ
た
り
と
て
為
勝

　
　

下
の
巻
時
々
見
恋
の
う
た
よ
り
撰
い
て
た
る
く
さ
〳
〵

い
か
に
せ
む
賤
か
を
り
た
く
し
は
〳
〵
も
み
な
か
ら
あ
は
て
も
ゆ
る
思
ひ
を

や
す
み

思
ひ
餘
り
袖
の
色
に
や
あ
ら
は
れ
ん
を
り
〳
〵
見
る
を
あ
ふ
に
な
し
て
も

と
き

よ
そ
に
の
み
見
て
や
は
や
ま
む
い
く
度
か
袖
に
し
く
る
ゝ
峯
の
う
き
雲

く
に

朝
夕
に
み
る
め
か
り
つ
ゝ
い
せ
の
海
の
か
ひ
も
な
き
さ
に
年
を
へ
よ
と
や

み
ち
よ

つ
れ
な
く
も
な
ほ
を
り
〳
〵
は
み
わ
の
市
う
る
よ
し
な
し
と
お
も
ひ
す
て
め
や

　

松
丸

う
ち
た
へ
て
見
さ
ら
ま
し
か
は
中
ゝ
に
お
も
ひ
ま
き
る
ゝ
折
も
あ
ら
ま
し

た
ゝ
か

あ
ふ
こ
と
は
さ
も
か
た
糸
の
よ
り
〳
〵
に
み
る
は
な
か
〳
〵
く
る
し
か
り
け
り

く
に

見
る
を
の
み
あ
ふ
に
な
し
て
も
と
も
す
れ
は
と
た
へ
か
ち
な
る
中
そ
く
る
し
き

あ
や

　
　

月
雪
花
は

い
か
に
せ
む
賤
か
を
り
た
く　
　

花　

や
す
み

う
ち
絶
て
み
さ
ら
ま
し
か
は　
　

雪　

た
ゝ
か

見
る
を
の
み
あ
ふ
に
な
し
て
も　

月　

あ
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
者　

源
直
麿

　
　
　

左

道
成
（
縣
令
勝
田
次
郎
属
長
脇
谷
甲
介
）【
勝
一
持
一
】・
み
ち
世
（
同
属　

野
田
東

一
郎
）【
持
一
】・
な
か
た
ゝ
（
同
属　

岡
田
与
八
郎
）【
勝
一
】・
て
る
子
（
庄
内
侯

令
女
）【
勝
一
持
一
】・
こ
ま
子（
同
侯
令
女
）【
勝
一
】・
下
枝
子【
勝
一
持
一
】・
た
ゝ

か
（
朽
木
）【
勝
一
持
一
】・
ま
ち
せ
（
松
山
奥
女
中
）【
持
二
】・
ふ
ち
を
（
庄
内
奥

老
女
）【
持
二
】・
ま
つ
岡
（
同
奥
老
女
）【
勝
一
持
一
】・
正
よ
し
（
高
崎
藩
医　

田

中
氏
）・
た
か
【
持
二
】・
ひ
ろ
し
（
高
崎
藩
）【
勝
一
】・
な
か
ゆ
き
（
勝
田
次
郎
属

長　

岡
本
弥
一
郎
）・
行
高（
幕
府
人　

中
坊
陽
之
助
別
名
）【
勝
一
持
一
】・
な
か
た
ゝ

【
勝
一
持
一
】・
み
ち
よ
【
勝
一
】・
松
麿
（
長
之
別
名
）【
勝
一
】・
み
よ
（
松
山
奥

中
臈
）【
勝
一
持
一
】・
き
み
（
松
山
奥
中
臈
）



10

日本女子大学大学院文学研究科紀要　第 27 号

　
　
　

右

や
ほ
子
（
幕
府
人　

岡
本
縫
殿
助
内
室
）【
勝
一
】・
は
つ
せ
（
庄
内
奥
老
中
）【
勝

一
持
一
】・
や
す
み
（
朽
木
藩
）【
勝
一
】・
秀
成
（
幕
府
人
中
坊
陪
之
助
）・
成
正
（
高

崎
藩
原
栄
）【
勝
一
】・
英
順
【
持
一
】・
ち
よ
せ
（
庄
内
奥
老
中
）【
持
一
】・
ひ
ろ

し
【
持
二
】・
と
し
【
持
二
】・
す
か
（
朽
木
藩
古
川
氏
母
）【
持
一
】・
と
き
【
勝
二
】・

ち
よ
（
原
栄
妻
）【
持
二
】・
保
躬
【
勝
一
】・
く
に
（
直
麿
妻
）【
勝
二
】・
ぬ
ひ
（
庄

内
奥
）【
持
一
】・
ふ
く
【
持
一
】・
く
に
【
勝
一
】・
あ
や
（
直
麿
女
）【
勝
一
】・
竹

子
【
持
一
】・
ふ
く
【
勝
二
】

【
解
題
】

　

書
誌
は
以
下
で
あ
る
。
底
本
は
福
田
安
典
蔵
。
書
型
：
写
本
。
半
紙
本
一
冊
。
縦

二
十
三
・
八
糎
、
横
十
六
・
一
糎
。
表
紙
は
油
引
き
表
紙
。
下
巻
の
み
の
端
本
。
書
貼

原
題
簽
「
七
拾
六
番
歌
合　

下
」。
丁
数
は
本
文
が
四
十
四
丁
。「
二
月
廿
八
日　

八

拾
番
歌
合
下
け
れ
答　

呉
竹
の
や
」（
九
丁
）
と
合
綴
。

　
『
七
十
六
番
歌
合
』
は
、
日
尾
荊
山
（
一
七
八
九
―
一
八
五
九
）
が
指
導
す
る
江

戸
武
家
屋
敷
で
女
性
の
参
加
も
多
い
歌
合
で
あ
っ
た
。

　

主
宰
及
び
判
者
を
務
め
た
日
尾
荊
山
は
、江
戸
後
期
の
儒
学
者
・
国
学
者
で
あ
る
。

寛
政
元
年
、
武
蔵
国
秩
父
日
尾
村
（
現
在
の
埼
玉
県
小
鹿
野
町
日
尾
）
に
生
ま
れ
、

安
政
六
年
没
、
享
年
七
十
一
。
江
戸
に
出
た
後
、
亀
田
鵬
斎
等
の
元
で
学
問
を
究
め
、

私
塾
「
至
誠
堂
」
で
数
々
の
門
人
を
育
成
し
た
経
歴
を
持
つ
。
ま
た
、
漢
文
訓
読
「
日

尾
点
」
を
編
み
出
し
、
代
表
作
『
訓
点
復
古
』（
天
保
六
年
刊
）
を
始
め
と
し
て
、

日
本
古
典
に
関
す
る
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
に
は
生
誕
二
三
〇

年
・
没
後
一
六
〇
年
を
記
念
し
、出
生
地
で
あ
る
小
鹿
野
町
に
お
い
て
荊
山
に
加
え
、

同
じ
く
学
者
で
あ
っ
た
妻
・
邦
子
や
娘
・
直
子
ら
の
資
料
を
一
堂
に
公
開
し
た
特
別

展
が
開
催
さ
れ
た
。

　

今
回
扱
う
『
七
十
六
番
歌
合
』
は
、
福
田
安
典
「
日
尾
荊
山
判
『
七
十
六
番
歌
合
』

を
め
ぐ
っ
て
」（
日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
『
国
文
目
白
』（
54
号
）、

２
０
１
５
年
２
月
）
に
お
い
て
既
に
紹
介
し
た
が
、
改
め
て
要
点
を
ま
と
め
る
。

　
　

一　

�

日
尾
荊
山
一
門
に
よ
る
歌
合
は
一
門
の
稽
古
の
為
に
一
年
に
十
一
回
十
年

に
及
ん
で
催
さ
れ
た
。

　
　

二　

妻
・
邦
子
は
庄
内
藩
の
江
戸
藩
邸
に
勤
務
し
て
い
た
。

　
　

三　

�

庄
内
侯
の
令
女
を
は
じ
め
と
す
る
庄
内
藩
の
女
性
た
ち
が
多
く
参
加
し
て

い
る
。

　
　

四　

�

荊
山
の
妻
女
で
あ
る
く
に
（
邦
子
）、
あ
や
（
綾
子
、
後
に
直
子
）
が
参

加
し
て
い
る

　
　

五　

�

本
巻
中
荊
山
が
撰
ぶ
秀
歌
八
首
で
は
優
れ
た
歌
人
ら
を
抑
え
て
自
分
の
妻

と
娘
を
選
ん
で
い
る
。

以
上
五
点
を
踏
ま
え
、
今
回
大
学
院
の
演
習
で
は
、
次
の
見
解
を
導
き
出
し
た
。
ま

ず
、
男
女
身
分
も
関
係
無
く
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
が
歌
合
を
通
し
て
培
っ
た
豊
富
な
知

識
を
糧
に
本
格
的
な
歌
合
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
三
拾
八
番
左
歌
は
、
中
国
故
事
の
「
巫
山
の
夢
」
と
、
藤
原
定
家
も
歌

を
取
り
合
わ
せ
た
こ
と
が
荊
山
の
判
詞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
四
拾
七
番
右
歌

は
、
伊
勢
物
語
七
五
段
を
典
拠
と
す
る
こ
と
、
五
拾
三
番
左
歌
も
、『
伊
勢
物
語
』

第
一
段
を
典
拠
と
す
る
こ
と
も
荊
山
の
判
詞
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
。
参
加
者
は
、

『
新
古
今
集
』
や
『
伊
勢
物
語
』
に
見
ら
れ
る
様
な
古
典
和
歌
は
勿
論
、
中
国
故
事

に
至
る
ま
で
、
幅
広
い
知
識
を
活
か
し
た
和
歌
作
り
を
荊
山
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

さ
ら
に
、
四
拾
四
番
判
詞
「
左
右
か
た
み
に
初
五
落
着
せ
す
左
は
朝
夕
に
な
と
あ

る
へ
き
か
右
は
ほ
の
み
て
し
な
と
引
直
し
て
も
な
ほ
題
意
に
う
と
か
る
へ
く
覚
ゆ
れ

は
な
そ
」、
五
拾
一
番
判
詞
「
火
を
き
る
と
云
は
壒
嚢
鈔
に
火
打
と
云
字
は
鑽
の
字
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を
も
ち
ゆ
火
を
き
る
と
よ
め
は
心
か
な
ひ
た
り
と
有
と
も
よ
く
云
詞
也
」は
、共
に
、

題
意
「
時
々
見
恋
」
に
合
う
様
に
添
削
し
た
り
、
時
に
は
、
室
町
中
期
の
類
書
『
壒

嚢
鈔
』
を
用
い
る
な
ど
、
多
種
多
様
な
和
歌
に
対
し
て
、
漢
学
及
び
和
学
の
観
点
よ

り
判
定
を
行
っ
て
い
る
。
多
く
の
門
人
を
集
め
た
塾
の
経
営
者
と
し
て
の
顔
が
窺
え

る
の
で
あ
る
。

　

今
後
こ
の
資
料
が
、
日
尾
荊
山
と
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
の
研
究
に
活
用
さ
れ
る
こ

と
を
望
み
た
い
。

　

ま
た
山
本
正
実
氏
を
は
じ
め
小
鹿
野
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
に
は
特
別
の
便

宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。
末
尾
な
が
ら
謝
辞
申
し
上
げ
る
。

Reprinting�and�bibliography�of�H
io�K
eizan’s� N

anajuroku U
ta-aw

ase

FU
K
U
D
A
�Y
asunori,�T

O
K
IT
A
�Saori,�T

SU
ZU
K
I�Rikako,�H

O
RI�M

ayuko,�
O
H
SA
K
I�Sonoka�and�O

ZA
W
A
�M
om
oko

［A
bstract

］T
his�abstract�is�contained�in�the�reprinting�and�

bibliography�of�H
io�K

eizsan’s� N
anajurokuban U

ta-aw
ase�(“poetry�

m
atch�of�76�rounds”)�as�one�of�the�fruits�of�the�Graduate�School’s�
Zoom

�online�lectures�for�2020.
T
he�N

anajurokuban�U
ta-aw

ase�is�the�record�of�a�poetry�m
atch�at�the�

Edo�sam
urai�residence�led�by�H

io�K
eizan�(1789�–�1859),�w

ith�the�
participation�of�m

any�w
om
en.�

H
io�K
eizan,�w

ho�presided�over�and�judged�the�poetry�m
atch,�w

as�a�

Confucianist�and�Japanese�classical�scholar�of�the�late�Edo�period.��H
e�

w
as�born�in�1789,�the�first�year�of�the�K

ansei�era�(1789-1801),�in�
Chichibu’s�H

iom
ura,�in�M

usashi�Province�(present�day�H
io,�O

gano�
M
achi,�Saitam

a�Prefecture)�and�died�in�the�sixth�year�of�the�A
nsei�era�

(1854�–�1860)�at�the�age�of�71.��A
fter�arriving�in�Edo,�he�honed�his�

learning�under�the�tutelage�of�K
am
eda�Bosai�and�others�and�is�know

n�
for�fostering�m

any�pupils�at�the�Shiseido�school�he�opened�and�
privately�ran.��H

e�devised�w
hat�w

as�know
n�as�the�“H

io�T
en,”�his�

unique�m
ethod�for�reading�the�Chinese�classics�in�the�Japanese�

language,�and�left�a�large�body�of�w
ork�on�classical�Japanese�literature�

starting�w
ith�his�m

ost�celebrated�publication�“K
unten�Fukko,”�w

hich�
w
as�printed�in�the�6

th�year�of�the�T
enpo�era�(1835).��In�2019,�the�year�

m
arking�the�230

th�anniversary�of�his�birth�and�160
th�anniversary�of�his�

death,�a�special�exhibition�w
as�hosted�in�his�birthplace,�O

gano�M
achi,�

w
hich�show

cased�in�one�place�docum
ents�related�to�not�only�K

eizan�
him
self�but�also�his�w

ife�K
uniko�and�daughter�N

aoko�w
ho�w

ere�also�
scholars.�
T
he� N

anajurokuban U
ta-aw

ase�dealt�w
ith�here�has�already�been�

introduced�in�the�article�in�V
olum

e�54�of�the�K
okubun�M

ejiro�journal�
(published�in�F

ebruary�2015�by�the�Japan�W
om
en’s�U

niversity�
A
ssociation�for�the�Study�of�Japanese�Language�and�Literature�w

hich�
w
as�authored�by�Y

asunori�Fukuda�and�entitled�“Regarding�H
io�

K
eizan’s�Poetry�M

atch�of�76�R
ounds.”��R

ecent�sem
inars�at�the�

graduate�school�based�on�Fukuda’s�argum
ents�led�to�the�fresh�opinion�

that�the� N
anajurokuban U

ta-aw
ase�w

as�a�serious�poetry�m
atch�
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fueled�by�the�rich�know
ledge�cultivated�through�poetry�m

atches�
indulged�in�by�each�of�the�participants�regardless�of�their�gender�or�
social�standing.��It�is�suggested�that�the�w

ay�the�participants�in�the�
poetry�m

atch�com
posed�w

aka�(som
etim

es�know
n�as�“tanka”�verse)�

m
axim

izing�a�w
ide�range�of�know

ledge�stretching�from
�classic�w

aka�
to�allusions�to�C

hinese�history�w
as�due�to�the�instruction�they�

received�from
�K
eizan.�

M
oreover,�since�K

eizan,�w
ho�him

self�w
as�the�judge�of�the�m

atch�
corrected�the�verses�in�order�to�m

atch�them
�w
ith�the�given�them

es,�
one�becom

es�able�to�see�the�face�as�a�school�operator�w
ho�brought�

together�num
erous�pupils�of�K

eizan,�w
ho�m

ade�his�judgem
ent�of�the�

poem
s�from

�the�tw
in�perspective�of�both�Chinese�and�Japanese�

classical�literature.
It�is�our�hope�that�these�docum

ents�w
ill�be�of�use�in�future�research�

into�H
io�K
eizan�and�his�circle.
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io�K

eizan,�� N
anajurokuban U

ta-aw
ase,��late�Edo�

period,�Japanese�classical�scholar


