
は
ち
だ
い
し
ゅ
う

４

八
代
集

知
る

■
八
代
集
と
は

平
安
時
代
中
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
撰
集
さ
れ
た
八
つ
の

勅
撰
和
歌
集
の
総
称
で
、
具
体
的
に
は
『
古
今
和
歌
集

『
後
撰
和
歌

』

こ

き
ん

ご

せ
ん

集

『
拾
遺
和
歌
集

『
後
拾
遺
和
歌
集

『
金
葉
和
歌
集

『
詞
花
和
歌

』

』

』

』

し
ゅ
う
い

ご
し
ゅ
う

い

き
ん
よ
う

し

か

集

『
千
載
和
歌
集

『
新
古
今
和
歌
集
』
を
指
し
ま
す
。
八
代
集
と
い

』

』

せ
ん
ざ
い

し
ん

こ

き
ん

う
区
分
は
、
早
く
は
南
北
朝
時
代
の
武
将
・
歌
人
今
川
了

俊(

貞
世
、

い
ま
が
わ
り
ょ
う
し
ゅ
ん
さ
だ

よ

一
三
二
六
～
？)

の
諸
著
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
ら
の
和
歌
集
は
、
前
代
の
漢
文
学
の
象
徴
と
も
い
え
る
六
国
史

り
っ
こ
く

し

や
勅
撰
漢
詩
文
集
の
美
意
識
や
表
現
方
法
を
、
我
が
国
固
有
の
も
の
へ

と
昇
華
さ
せ
た
も
の
で
す
。

特
に
、
第
四
勅
撰
和
歌
集
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
あ
た
り
か
ら
、
こ

れ
ま
で
の
王
朝
和
歌
だ
け
で
な
く
口
語
や
俗
語
に
よ
る
世
俗
社
会
の
情

景
を
詠
ん
だ
連
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
勅
撰
和
歌

集
は
こ
こ
で
一
つ
の
転
換
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。

■
古
今
和
歌
集

醍
醐
天
皇(

八
八
五
～
九
三
〇)

の
命
を
受
け
、
紀
友
則
・
紀
貫
之
・

き
の
と
も
の
り

き
の
つ
ら
ゆ
き

凡
河
内
躬
恒
・
壬
生
忠
岑
が
撰
し
た
我
が
国
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
で

お
お
し
こ
う
ち
の
み
つ
ね

み

ぶ
の
た
だ
み
ね

す
。
な
か
で
も
紀
貫
之
が
編
集
の
中
心
と
な
っ
て
活
躍
し
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

従
来
の
和
歌
は
恋
愛
・
遊
宴
な
ど
の
私
的
な
世
界
を
詠
ん
で
い
ま
し

た
が
、
こ
の
頃
に
な
る
と
、
我
が
国
の
風
物
を
描
い
た
大
和
絵
屏
風
の

画
賛
を
詠
ん
だ
屏
風
歌
や
、
左
右
に
分
か
れ
て
勝
負
を
競
い
合
う
歌う

た

、

。

合
な
ど
に
よ
り

宮
廷
歌
へ
変
質
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

あ
わ
せ本

集
は
、
和
歌
に
関
す
る
撰
者
の
見
解
や
本
集
の
成
立
経
過
な
ど
を

、

、

、

、

、

、

、

、

記
し
た
序
文
と

春(

上
・
下)

夏

秋(

上
・
下)

冬

賀

別
離

羇
旅

き

り
ょ

物
名
、
恋(

一
～
五)

、
哀
傷
、
雑(

上
・
下)

、
雑
体
、
大
歌
所
御
歌
・

神
遊
び
の
歌
・
東
歌
の
二
十
巻
、
約
千
百
首
の
歌
か
ら
な
り
ま
す
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
そ
の
後
の
勅
撰
和
歌
集
に
も
多
く
踏
襲
さ

れ
て
い
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
本
集
は
、
以
後
の
和
歌
集
、
ひ
い
て
は
日

本
文
化
の
規
範
と
な
っ
た
書
と
も
い
え
る
の
で
す
。

■
後
撰
和
歌
集

二
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
で
、
村
上
天
皇(

九
二
六
～
六
七)

の
命
を
受

け
、
藤
原
伊
尹
・
清
原
元
輔
・
紀
時
文
・
大
中
臣
能
宣

ふ
じ
わ
ら
の
こ
れ
ま
さ

き
よ
は
ら
の
も
と
す
け

き
の
と
き
ふ
み

お
お
な
か
と
み
の
よ
し
の
ぶ

・
源

順
・
坂
上
望
城
が
、
天
暦
九(

九
五
五)

年
か
ら
天
徳
二(

九
五

み
な
も
と
の
し
た
ご
う

さ
か
の
う
え
の
も
ち
き

八)

年
正
月
ま
で
の
間
に
撰
し
た
和
歌
集
で
す
。

■
拾
遺
和
歌
集

三
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
で

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
序
文
に
は
花
山

、

法
皇(
九
六
八
～
一
〇
〇
八)

の
撰
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
成
立

事
情
や
撰
者
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
和
歌
集
で
す
。

た
だ
、
当
時
の
公
卿
で
歌
人
と
し
て
も
有
名
な
藤
原
公
任
が
撰
し

ふ
じ
わ
ら
の
き
ん
と
う

た
『
拾
遺
抄
』(
十
巻
本)

が
増
補
さ
れ
て
で
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
作

者
の
官
位
の
表
記
や
収
録
さ
れ
て
い
る
歌
の
詠
作
年
時
な
ど
か
ら
見
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て
、
寛
弘
二(

一
〇
〇
五)

年
六
月
か
ら
同
四
年
正
月
ま
で
の
間
に
作
成

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
後
拾
遺
和
歌
集

四
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
で
、
白
河
法
皇(

一
〇
五
三
～
一
一
二
九)

の

命
に
よ
り
、
藤
原
通
俊
が
応
徳
元(

一
〇
八
四)

年
か
ら
同
三
年
九
月

ふ
じ
わ
ら
の
み
ち
と
し

ま
で
の
間
に
撰
し
た
和
歌
集
で
す
。

■
金
葉
和
歌
集

五
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
で
、
白
河
法
皇
の
命
に
よ
り
源

俊
頼
が
天

み
な
も
と
の
と
し
よ
り

治
元(

一
一
二
四)

年
以
降
に
撰
し
た
和
歌
集
で
す
。

■
詞
花
和
歌
集

六
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
で
、
崇
徳
上
皇(
一
一
一
九
～
六
四)

の
命
に

す

と
く

よ
り

藤
原
顕
輔
が
天
養
元(

一
一
四
四)

年
か
ら
仁
平
元(

一
一
五
一)

、ふ
じ
わ
ら
の
あ
き
す
け

年
ま
で
の
間
に
撰
し
た
和
歌
集
で
す
。

■
千
載
和
歌
集

七
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
で
、
後
白
河
法
皇(

一
一
二
七
～
九
二)

の
命

に
よ
り
、
藤
原
俊
成
が
寿
永
二(

一
一
八
三)

年
二
月
か
ら
文
治
五(
一

ふ
じ
わ
ら
の
と
し
な
り

一
八
九)

年
八
月
頃
ま
で
の
間
に
撰
し
た
和
歌
集
で
す
。

一
条
天
皇
の
正
暦
年
間(

九
九
〇
～
九
五)

か
ら
後
鳥
羽
天
皇
の
文
治

年
間(

一
一
八
五
～
九
〇)

に
い
た
る
十
七
代
、
約
二
百
年
間
の
歌
を
収

録
す
る
と
と
も
に
、
文
治
三
年
三
月
に
後
白
河
法
皇
が
高
野
山
で
保
元

の
乱
以
来
の
戦
死
者
の
追
善
法
要
を
行
っ
た
こ
と
に
基
調
を
置
く
、
詠

嘆
述
懐
調
の
歌
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

■
新
古
今
和
歌
集

八
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
で
、
後
鳥
羽
上
皇(

一
一
八
〇
～
一
二
三
九)

の
命
に
よ
り
、
源

通
具
・
藤
原
有
家
・
藤
原
定
家
・
藤
原
家
隆

み
な
も
と
の
み
ち
と
も

ふ
じ
わ
ら
の
あ
り
い
え

ふ
じ
わ
ら
の
さ
だ
い
え

ふ
じ
わ
ら
の
い
え
た
か

・
飛
鳥
井
雅
経
・
寂
蓮
ら
が
、
建
仁
元(

一
二
〇
一)

年
七
月
か
ら
元
久

あ
す
か

い

ま
さ
つ
ね

じ
ゃ
く
れ
ん

二(

一
二
〇
五)

年
三
月
ま
で
の
間
に
撰
し
た
和
歌
集
で
す
。
た
だ
し
改

訂
作
業
は
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

、

、

、

序
文
に
加
え

春(

上
・
下)

夏

秋(

上
・
下)

、
冬
、
賀
、
哀
傷
、
離

別
、
羇
旅
、
恋(

一
～
五)

、
雑(

上
・

中
・
下)

、
神
祇
、
釈
教
の
二
十
巻
、

約
千
九
百
八
十
首
の
歌
か
ら
な
っ
て

い
ま
す
。

本
集
に
は
感
覚
と
想
像
力
を
高
揚

さ
せ
た
歌
が
多
く
、
歌
集
全
体
が
優

雅
・
優
艶
・
華
麗
で
あ
る
こ
と
を
特

徴
と
し
て
い
ま
す
が
、
ま
た
時
代
を

反
映
し
た
幽
寂
な
歌
も
収
録
さ
れ
て

い
ま
す

『
古
今
和
歌
集
』
と
と
も
に

。

八
代
集
の
な
か
で
最
も
尊
重
さ
れ
、

中
世
の
歌
学
思
想
に
多
大
な
影
響
を

与
え
ま
し
た
。
加
え
て
中
世
後
期
に
は
連
歌
の
文
学
的
源
泉
と
な
る
と

と
も
に
、
謡
曲
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
本
集
が
尊
ば
れ
る
最
大
の
理
由
と
し
て
は
、
そ
の
撰
者
の
一
人

に
、
中
世
歌
壇
の
指
導
的
位
置
を
占
め
、
そ
の
大
宗
と
し
て
大
い
に
崇

敬
を
受
け
た
藤
原
定
家
が
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
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歩
く
／
見
る

■
小
野
小
町
歌
碑

山
科
区
小
野
御
霊
町(

随
心
院
境
内)

お

の
の
こ
ま
ち

ず
い
し
ん
い
ん

『
古
今
和
歌
集
』(

春<

下>)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
、

花
の
色
は

う
つ
り
に
け
り
な

い
た
づ
ら
に

わ
が
身
世
に
ふ
る

な
が
め
せ
し
ま
に

と
い
う
歌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
後
世
、
六
歌
仙
の
一
人
に
数
え
ら

ろ
つ
か
せ
ん

れ
た
小
野
小
町
の
代
表
的
な
歌
で
、
小
倉
百

人
一
首
に
も
採
録
さ
れ
ま
し
た
。
花
の
色
の

う
つ
ろ
い
に
自
ら
の
容
色
の
変
化
を
か
け
て

詠
ん
だ
歌
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
随
心
院
は
小
野
小
町
の
邸
宅
跡
と

伝
え
ら
れ
、
境
内
に
は
歌
碑
以
外
に
も
小
町

愛
用
の
井
戸
と
い
う
小
野
井
、
小
町
へ
の
恋
文
を
埋
め
た
場
所
と
い
う

小
町
塔(

別
名
文
塚)

、
小
町
化
粧
橋
な
ど
、
小
町
ゆ
か
り
の
も
の
が
多

く
あ
り
ま
す
。

■
紀
友
則
歌
碑

右
京
区
嵯
峨
大
沢
町(

大
沢
池)

き
の
と
も
の
り

『
古
今
和
歌
集
』(

秋<

下>)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
、

大
沢
の
池
の
形
に
、
菊
植
へ
た
る
を
、
よ
め
る

一
本
と

思
し
花
を

お
ほ
さ
は
の

ひ
と
も
と

お
も
ひ

池
の
そ
こ
に
も

誰
か
う
へ
け
む

と
い
う
歌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
は
、
宇
多
天
皇
の
中
宮
藤
原
温
子
の
菊
合
で
行
わ
れ
た
歌

ふ
じ
わ
ら
の
お
ん
し

き
く
あ
わ
せ

う
た

合
の
席
上
で
、
友
則
が
大
沢
池
の
水
面
に
映
る
菊
を
実
体
的
に
と
ら
え

あ
わ
せ

て
詠
ん
だ
歌
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

■
良
岑
宗
貞(

僧
正
遍
照)

歌
碑

よ
し
み
ね
の
む
ね
さ
だ

そ
う
じ
ょ
う
へ
ん
じ
ょ
う

山
科
区
北
花
山
河
原
町(

元
慶
寺
境
内)

が
ん
け
い
じ

『
古
今
和
歌
集
』(

雑<

上>)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
、

五
節
舞
姫
を
見
て
、
よ
め
る

天
つ
か
ぜ

雲
の
通
ひ
路

ふ
き
と
ぢ
よ

か
よ

ぢ

を
と
め
の
姿

し
ば
し
と
ゞ
め
む

と
い
う
歌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
は
小
倉
百
人
一
首
に
も
採
録
さ

れ
、
天
皇
が
神
々
と
新
穀
を
共
食
す
る
儀
式

で
あ
る
新
嘗
祭
の
豊
明
節
会
に
出
演
す
る

に
い
な
め
さ
い

と
よ
あ
か
り
の
せ
ち
え

童
女(

舞
姫)

に
つ
い
て
、
そ
の
美
し
さ
を
も

わ
ら
わ
め

う
少
し
見
て
い
た
い
と
の
思
い
を
詠
ん
だ
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

僧
正
遍
照
は
六
歌
仙
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
歌
碑

が
元
慶
寺
に
あ
る
の
は
、
当
寺
が
陽
成
天
皇
が
誕
生
し
た
際
に
彼
の
発

願
で
建
立
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

■
素
性
法
師
歌
碑

山
科
区
北
花
山
河
原
町(

元
慶
寺
境
内)

そ

せ
い
ほ
う

し

が
ん
け
い
じ

『
古
今
和
歌
集
』(

恋<

四>)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
、

今
こ
む
と

言
ひ
し
許
に

長
月
の

ば
か
り

な
が
つ
き

あ
り
あ
け
の
月
を

待
ち
い
で
つ
る
哉か

な

と
い
う
歌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
は
、
恋
し
い
人
の
訪
れ
を
夜
明
け
ま
で
ま
ち
わ
び
て
い
る
情

景
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
小
倉
百
人
一
首
に
も
採
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

素
性
法
師
は
遍
照
の
子
で
、
父
の
歌
碑
と
並
ん
で
こ
の
歌
碑
も
元
慶

寺
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
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）

■
喜
撰
法
師
歌
碑

宇
治
市
山
田(

宇
治
神
社
境
内

き

せ
ん
ほ
う

し

『
古
今
和
歌
集
』(

雑<

下>)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
、

わ
が
庵
は

宮
こ(

都)

の
辰
巳

し
か
ぞ
住
む

い
ほ

み
や

た
つ

み

世
を
う
ぢ
山
と

人
は
い
ふ
な
り

と
い
う
歌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

作
者
の
喜
撰
法
師
は
六
歌
仙
の
一
人
に
数
え
ら
れ
、
こ
の
歌
は
小
倉

百
人
一
首
に
も
採
録
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
彼
が
心
静
か
に
暮
ら
す
た

め
に
都
の
東
南
の
宇
治
に
住
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
間
の
人

々
が
「
彼
は
世
を
嫌
っ
て
宇
治(

憂
ぢ)

に
住
ん
だ
の
だ
」
と
言
い
立
て

て
い
る
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
。

■
貞
信
公(

藤
原
忠
平)

歌
碑

て
い
し
ん
こ
う

ふ
じ
わ
ら
の
た
だ
ひ
ら

右
京
区
嵯
峨
小
倉
山
町(

常
寂
光
寺
境
内)

じ
ょ
う
じ
ゃ
く
こ
う
じ

『
拾
遺
和
歌
集
』(

雑
秋)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
、

小
倉
山

峰
の
も
み
ぢ
葉

心
あ
ら
ば

今
一
度
の

行
幸
待
た
な
ん

ひ
と
た
び

み
ゆ
き

と
い
う
歌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
は
摂
政
・
関
白
藤
原
忠
平
の
詠
ん
だ
歌
と
さ
れ
、
小
倉
百
人

一
首
に
も
採
録
さ
れ
ま
し
た
。
大
堰
川
に
御
幸
し
て
景
色
の
す
ば
ら
し

お
お
い
が
わ

さ
に
感
激
し
た
宇
多
上
皇
の
、
醍
醐
天
皇
に
も
行
幸
し
て
欲
し
い
と
い

う
意
向
を
く
ん
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
ま
す
。

■
清
少
納
言
歌
碑

東
山
区
泉
涌
寺
山
内
町(

泉
涌
寺
境
内)

『
後
拾
遺
和
歌
集
』(

雑
二)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
、

夜
を
こ
め
て

鳥
の
そ
ら
ね
に

は
か
る
と
も

よ
に
逢
坂
の

関
は
ゆ
る
さ
じ

あ
ふ
さ
か

と
い
う
歌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
は
、
書
家
と
し
て
著
名
な
公
卿

藤
原
行
成
が
清
少
納
言
の
も
と
に
通
っ
て
き

ふ
じ
わ
ら
の
ゆ
き
な
り

た
後
日
、
行
成
と
清
少
納
言
と
の
間
で
交
わ

さ
れ
た
や
り
と
り
の
な
か
で
彼
女
が
詠
ん
だ

歌
で
す
。

晩
年
の
彼
女
は
、
仕
え
て
い
た
中
宮

藤
原
定
子
の
鳥
辺
野(

泉
涌
寺
の
背
後
に
あ
る

ふ
じ
わ
ら
の
て
い
し

と
り

べ

の

丘
陵)

近
く
に
隠
棲
し
た
と
の
伝
承
が
あ
り
、

そ
の
た
め
、
泉
涌
寺
境
内
の
仏
殿
脇
に
こ
の

歌
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

■
和
泉
式
部
歌
碑

左
京
区
鞍
馬
貴
船
町

『
後
拾
遺
和
歌
集
』(

雑
六)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
、

男
に
忘
ら
れ
て
侍
け
る
頃
、
貴
布
禰
に
ま
い
り
て
、

御
手
洗
川
に
蛍
の
飛
び
侍
け
る
を
見
て
よ
め
る

も
の
思
へ
ば

沢
の
ほ
た
る
も

わ
が
身
よ
り

あ
く
が
れ
出
づ
る

た
ま
か
と
ぞ
見
る

と
い
う
歌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
は
和
泉
式
部
の
作
で
、
夫

藤
原
保
昌
の
気
持
ち
が
離
れ
か
け
て

ふ
じ
わ
ら
の
や
す
ま
さ

い
た
頃
に
貴
船
神
社
へ
参
詣
し
た
彼

女
が
、
思
い
悩
む
自
ら
の
心
理
を
沢

を
飛
ぶ
蛍
の
火
と
重
ね
合
わ
せ
、
そ

の
蛍
が
自
分
の
中
か
ら
抜
け
た
魂
で
は
な
い
か
、
と
神
に
訴
え
て
詠
ん

だ
歌
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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