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史
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第

一　
歌
學
の
範
囲
と
そ
の
起
原

　
新
し

い
専
管
.が
或
る
學
理
に
根
ざ
し
て
焚
生
す
る
こ
と
も
筆
で
は
な
い
が
、
形
而
下
よ
り
形
而
上
に
至
る
凡
百
の

學
科
は
事
實
が
基
と
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
起
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
斯
の
道
ば
か
り
は
人
の
國
よ
り
傳
ら
で
と
古
の

人
が
誇
ら
し
げ
に
た

・
へ
て
み
る
和
歌
も
歌
學
も
こ
の

一
般
の
こ
と
わ
り
に
は
違
は
な
い
で
、
和
歌
が
ま
つ
行
は
れ

て
後
に
歌
學
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
世
も
あ
が
り
人
智
も
あ
ま
り
開
け
な
か
つ
九
世
に
も
、
多
少
の
天
分
の
あ
る

も
の
は
事
に
臨
み
物
に
感
じ
て
、
己
が
情
を
謡
ひ
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
世
も
進
み
人
の
心
も
愉
し
く
な
る
に
つ
れ

て
、
唯
即
興
的
に
諸
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
思
を
凝
ら
し
て
情
を
侍
べ
る
や
う
に
な
り
、
終
に

は
こ
れ
を
専
門
に
す
る

も
の
さ
へ
出
て
来
る
や
う
に
な
つ
お
。
鑓
っ

て
そ
の
頃
か
ら
歌

學

と
い
ふ
も
の
が
次

第
に
獲

達
し
て
來
た
の
で
あ

る
。
上
古
の
事
は
霞
の
彼
方
を
望
む
や
う
で
は
っ
き
り
し
な

い
け
れ
ど
も
、
大
化
の
改
新
以
前
に
於
て
も
上
は
皇
族
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範
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起
源
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課

方
よ
り
下
は
庶
民
に
至
る
ま
で
。
時
に
情
を
述

べ
て
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
の
は
少
く
な
か
っ
た
。
併
し
ま
だ
こ
れ
を
專
、

門
と
し
て
み
る
人
は
無
か
っ
た
。
藤
原
宮
時
代
に
な
っ
て
、
柿
本
人
麿
な
ど
の
天
才
が
出
る
に
及
ん
で
、
そ
の
趣
が

鍵
っ
て
専
用
歌
人
を
見
る
や
う
に
な
っ
た
。
よ
し
叉
こ
れ
を
専
業
と
し
な
く
と
も
、
斯
蓮
に
心
を
傾
注
す
る
も
の
が

著
も
く
増
し
て
來
た
。、
奈
良
朝
時
代
の
初
に
於
て
は
ま
だ
.歌
學
と
い
ふ
程
の
も
の
は
見
え
な
い
。
,唯
人
々
が
名
家
の

眉

作
に
親
し
ん
で
己
れ
に
私
淑
し
、自
家
の
誰
は
む
と
す
る
と
こ
ろ
を
案
じ
た
や
う
だ
。大
作
家
持

の
如
き
も
、
幼
年
未
レ

遙
二山

柿

之
門

去

々
・と
(萬

葉

+
七
巻
)
云
っ
て
み
る
。
歌
の
聖
と
古
今
の
序
に
空

へ
ら
れ
て
あ
る
柿
本
入
唐
、山
部
赤

人
が
當
時
幾
多
の
歌
人
の
標
的
と
な
り
、
そ
の
作
品
が
新
進
歌
人
に
無
言
の
教
訓
を
與

へ
た
こ
と
は
疑
ふ
べ
か
ら
ざ

る
こ
乏
で
あ
る
。
斯
く
τ
程
な
く
歌
學
の
胚
芽
は
漸

々
に
膨
ら
ん
で
來
た
の
で

あ
る
。

　
抑
も
歌
學
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、如
何
な
る
範
囲
の
こ
と
を
取
扱
ふ
べ
き
か
を
定
め
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
を
定
義
の
形
で
示
す
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
今
講
説
の
便
宜
上
次
の
や
う
に
定
め
τ
、.

　
　
第

一　

和
歌
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。

　
　

第
二
　
和
歌
は
如
何
に
し
て
嚢
生
す
る
か
。

　
　

第
三
　
和
歌
に
は
如
何
な
る
種
類
が
あ
る
か
o

　
　

第
四
　
和
歌

に
は
如
何
な
る
修
辞
を
川
ふ
べ
唐
か
o



`

　
　
第
五
　
和
歌
は
如
何
に
し
τ
詠
む
べ
き
か
Q

　
　
,第
六
　
和
歌
に
は
如
何
な
る
習
慣
儀
式
が
あ
る
か
。

等
の
諸
項
を
包
括
さ
せ
や
う
と
思
ふ
。
中
に
就
き
、
第

同
は
本
質
上
よ
り
い
ふ
も
の
、
第
二
は
生
成
上
よ
り
い
ふ
も

の
、
第
三
は
分
類
上
よ
り
い
ふ
も
の
で
、
こ
の
三
つ
が
歌
學

の
主
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。
修
聯

法
、
作
歌
法
及
儀
式
、

習
慣
等
は
實
際
的
の
方
面
で
あ
っ
て
、
本
来
は
別
に
論
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
か
と
も
考

へ
ら
れ
る
が
、
今
併
せ
て
説

く
こ
と
と
す
る
∪

　
歌
學
研
究
は
ま
つ
そ
の
範
嫡
を
上
述
し
た
と
こ
ろ
に
定
め
置
い
て
、
さ
て
そ
の
學
の
起
原
嚢
達
、
攣
遷

の
あ
と
を

秩
序
だ
て
τ
究
明
す
る
の
が
歌
學
史
の
本
領
で
あ
る
と
思
ふ
。
併
し
こ
れ
を
論
述
す
る
に
方
り
、
困
惑
を
醸
す

る
こ

と
は
歌
學
の
範
囲
に
就
い
て
、
古
今
そ
の
考
の

一
致
し
な

い
爲
に
、
古
人
が
旨
と
説

い
た
こ
と
で
も
、
吾
人
か
ら
見

れ
ば
、餓
剰
の
附
加
物
と
し
て
受
け
入
れ
な

い
こ
と
が
起
る
。
も
し
嚴
正
な
意
味
で

一
切
の
爽

雑
物
を
除
く
と
き
は
、

そ
の
時
代
に
於
け
る
歌
學
界
の
背
景
が
全
く
分
り
に
く
く
な
る
虞
が
あ
る
。
そ
の
蔦
に
そ
の
範

囲
も
理
論
的
方
面
に

加

へ
る
に
實
際
的
を
以
て
し
、
時
に
傳
記
資
料
な
ど
も
交

へ
、
各
派
の
主
義
や
綱
領
な
ど
の
外
に
傳
統
.な
ど
も
併
せ

載
せ
て
、
な
る
べ
く
全
豹
を
窺
ふ
の
に
便
り
あ
る
や
う
に
説
き
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
・

　
さ
て
奈
良
朝
時
代
に
は
記
さ
れ
た
歌
學
と
い
ふ
も
の
は
末
期
に
至
る
ま
で
殆
ど
無
か
つ
弛
。
唯
萬
葉
集
を
播

い
て

　
　
　
　

第
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歌
學
の
範
園
と
そ
の
起
原
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史
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匹

見
る
と
、
歌
の
種
類
に
騙
し
、
∴既
に
定
つ
τ
ゐ
九
名
稔
蹟
分
の
存
在
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
師
ち
歌
罷
に
よ
り
.

　
　

一
、
長

歌

　
　
二
、
短
歌
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

＼
.

　
　
三
、
旋
頭
歌

の
三
罷
に
分
け
て
み
る
、
こ
れ
は
何
人
の
唱

へ
初
め
池
の
か
分
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
大
作
家
持
よ
り
以
後
で
あ
っ
牝

こ
と
は
麗
な
い
。
北
ハ形
式
は
今
日
吾
人
が
知
っ
て
み
る
如
く
、
長
歌
は
五
七
の
句
を
幾
つ
に
て
も
重
ね
て
あ
る
も
の
、

短
歌
は
五
七
五
七
七
の
五
句
よ
り
成
る
も
の
、
旋

頭
歌
は
五
七
七
、
五
七
七
の
六
句
が
前
後
二
行
に
な
っ
て
み
る
も

の
で
あ
る
。
叉
同
書

に
は
性
質
上
よ
り
縣
歌
・紹
聞
歌
・挽
歌

・讐
喩
歌
。四
季
・
正
蓮
心
緒
歌
。寄
物
陳
思
歌
に
分
類
し

て
あ
る
。
絡
の
二
つ
と
讐
喩
歌
と
は
表
現
上
の
性
質
か
ら
見
た
も
の
で
、
北
八仙
は
包
容
し
て
み
る
事
項
材
料
か
ら
分

け
て
あ
る
。
即
ち
雑
歌
は
行
幸
・遊
宴
・騰
族
等
種

々
の
歌
を
併
せ
呼
ぶ
爲
の
欝
で
、
相
聞
は
後
の
繍
心歌
の
類
で
あ
る

が
、
註
ハ内
容
は
更
に
廣
く
し
て
親
族

・兄
弟
・朋
友
湖
の
粗
親
し
め
る
歌
を
も
指
し
,
挽
歌
は
後
の
哀
傷
に
當
っ
て
み

る
。
四
季
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
春
夏
秋
冬
四
時
の
風
物
を
議
ひ
、讐
喩
歌

は
文
字
ど
ほ
り
に
物
に
喩

へ
て
よ
む
歌
で
、

表
而
に
は
赤
裸
々
に
い
は
な
い
で
、
下
に
継
受
の
情
を
こ
め
た
も
の
を
総
…し
て
み
る
。
其
他
は
説
明
を
一要
し
な
い
o

又
關
東
方
言
な
ど
を
用
ひ
た
歌
を
東
歌
と
い
ふ
名
総
で
概
括
し
て
み
る
。
こ
れ
は
都
風

に
封
ず

る
旺
別
で
、
詩
経
の
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雅
頚
に
封
ず
る
国
風
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
戯
陰
歌
及
無

心
所
着

の
如
き
名
も
あ
る
。
以
上
の
分
類

は

一
つ
の
標
準
か
ら
出
て
み
な
く
て
麗
々
で
は
あ
る
が
、
斯
の
如
き
名
稔
を
用
ひ
て
み
る
の
は
既
に
歌
學
思
想
の
萌

芽
を
持
っ
て
る
た
の
で
あ
る
。
古
事
記
・
H
本
紀
に
は
夷
振
・宮
人
振
。志
都
歌
・志
良
宜
歌
等
の
名
跡
が
見
え
て
み
る

が
、
そ
れ
は
雅
楽
の
方
の
謡
ひ
方
か
ら
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
鼓
に
は
読
か
な
い
。

第
二

麹
歌　,
式
と
漢
詩
の
法
橋

　

大
陸
文
化
の
我
邦
に
輸
入
さ
れ
た
こ
と
は
、
随
分
爾
し
い
も
の
で
あ
る
。
就
中
聖
徳
太
子
の
撮
政
時
代
か
ら
大
化

の
革
新
を
経
て
遣
唐
使
の
慶
止
さ
れ
な
い
期
間
に
於
て
、
支
那
の
制
度
交
物
を
模
倣
し
た
こ
と
が
少
く
な
い
。
官
省
の

制
度
に
於
て
も
紳
紙
官
を
八
省
の
上
に
据
ゑ
た
こ
と
な
ど
は
国
粋
を
失
は
な
か
っ
た

一
の
例
と
も
武
は
れ
よ
う
が
、

大
器
が
唐
の
六
典
に
基
い
弛
も
の
で
あ
る
。
大
學
の
設
立
や
そ
の
分
科
並
に
繹
典
の
作
法
儀
式
な
ど
も
、
久
し
く
留

學
し
て
み
た
吉
備
眞
備
が
移
植
し
た
も
の
で
あ
る
。
宗
敏
に
於
て
も
最
澄
や
、塞
海
は
偉
大
な
人
に
は
違
ひ
な
い
が
、

唐

の
名
僧
智
識
に
随
っ

て
顯
密
二
敏
の
要
諦
を
さ
と
り
館
朝
し
て
之
を
弘
布
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も

な
い
。
國
史

の
選
述
や
風
土
記
の
進
貢
も
彼
に
則
り
彼
に
倣
っ
た
も
の
と
も
考

へ
ら
れ
る
。
遣
階
使
の
初
め
て
被
土

　
　
　
　

第
二
　
和
歌
式
と
漢
詩
の
法
格
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史
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
(

へ
渡
っ
た
時
は
留
學
生
は
侮
俗
懐
に
+
二
人

に
過
ぎ
な
か

っ
た
も
の
が
、
元
正
天
皇
の
黙
輻
二
年
多
治
比
縣
守
が
遣

唐
使
と
な
っ
た
時
に
は
、
随
従
の
學
生
た
ち
は
五
百
五
十
七
人
と
い
ふ
多
数
に
上
っ
た
ど

い
ふ
か
ら
、
法
律
や
歴
史

・

ば
か
り
で
は
な
く
、
サ
學

を
修
め
て
帰
朝
し
た
も
の
も
非
常
に
多
か
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
奈
良

朝
の
絡
か
ら
干
安
朝

の
初
に
か
け
て
、
六
朝
や
初
唐

の
文
集
や
詩
話
な
ど
も
徐
程
澤
山
に
輸
入
さ
れ
た
に
違
ひ
は
な

い
。
塞
海
の
大
同
元

年
に
露
朝
し
た
時
に
朝
廷
に
奉
職
し
た
書
物
は
、
そ
の
文
集
の
性
蟻
集

に
載
っ
て
み
る
が
、
そ
の
他
に
も
彼
國
よ
り

持
っ
て
露
っ
て
、
自
分
の
筐
中
に
改
め
た
り
、
又
は
模
門
勢
家
に
贈
っ
た
り
し
た
も
の
も
少
く

は
無
か
っ
た
で
あ
ら

う
。
こ
れ
は
唯
想
像
ば
か
り
で
な
い
、
専
實
が
股
擦
立
て
る
の
で
あ
る
。
醍
醐
天
皇
の
昌
泰
元
年
に
覆
し
た
藤
原
佐

世
の
選
ん
だ
一1
本
見
在
書
日
録
の
中
に
は
、
詩
文
の
法
務
に
關
す
る
書
名
が
約
四
十
部
も
學
げ
て
あ
る
。
そ
の
中
か

ら
数
種
を
抜
い
て
見
る
と
、

註 元 任 羅 鐘

髄 競 萌 融 燦

日簿 著 著;著 著

詩

品

唐
朝
新
定
詩
格

文
章
始

詩

髄

畷



　
　
詩
　

　
-
格

　

、詩

・　

盟

　
　

四

聲

入

閣

　
　

五

橋

四

聲

　

-
綾
異
能
諸
詩
法

　
　
詩

病

盟

　
　
詩
　
八
　
病

　
　
八

病

詩

式

等
の
類
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
番
籍
は
唯
高
閣
に
蓮
ね
置
い
て
、
露
魚
の
集
に
あ
て
池
も
の
で

も
な
か
ら
う
。
必
ず
や

一
部
の
人
士
殊
に
學
者
博
士
だ
つ
人
は
時
よ
り
こ
れ
を
播
い
た
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
斯
う

い
ふ
書
を
諌
ん
だ
人
士

が
和
歌
の
上
に
規
則
を
録
し
江
書
の
な
い
の
を
逡
憾
と
し
、
彼
の
法
規
を
取
っ
て
こ
れ
に
推

し
あ
て
て
見
や
う
と
試

み
る
の
は
自
然
の
径
路
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
安
萬
侶
が
古
事
記
を
選
ん
だ
や
う
に
、
勅
命
が
あ
れ
ば
尚
更
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
が
和
歌
式
の
生
れ
た
所
以
だ
と
考

へ
る
。
和
歌
四
式
の
申
、
濱
成
式
は
奈
良
朝
の
末
に
成
り
、
喜
摸

式
・
石
見
女
式
・孫
姫
式
は
平
安
朝

に
な
っ
て
か
ら
出
來
た
。

　
　
　
　

第
二
　
和
歌
式
ミ
漢
詩
の
法
格
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史
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濱
成
式
は
歌
経
標
式
と
も
い
ふ
。
参
議
藤
原
濱
成
が
光
仁
天
皇
の
寳
難
三
年
五
月
七
日
勅
を
奉
じ
て
選
ん
だ
も
の

で
あ
る
。
流
布
本
に
廣
略
二
本
あ
る
が
、
略
本
は
儒
書
で
あ
る
。
廣

本
に
は
多
少
の
脱
略
も
あ

る
が
、
多
分
當
時
の

に
近
い
も
の
で
あ
ら
う
。家
藏
本
に
は
七
病
・和
歌
三
種
冊
…・査
罷
七
種
τ
雅
髄
十
一種
を
與
甲げ
て
あ
る
。佐
々
木
博
士
所

蔵
の
異
本
は
費
亀
三
年
五
月
七
日
謹
上
の
顕
文
も
添

へ
て
あ
っ
τ
霜
本
だ
ら
う
と
い
ふ
。
故
藤
岡
東
園
博
士
の
如
き

は
、
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
そ
う
い
ふ
書
の
嚢
生
す
る
時
代
で
な
い
と
根
本
的
に
否
定
さ
れ
た
が
、
吾
人
は
反
封
に
稜

生
す
る
の
が
自
然
だ
と
力
説
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
書
に
は
歌
龍
を
三
つ
に
分
け
て
あ
る
。

　
　

一
、
求
　
　
　
韻

　
　

二
、
査
　
　
　
燈

　
　
三
、
雅
　

　

盤

　
第

一
の
求
韻
の
中
に
は
長
歌
と
短
歌
と
あ
っ
て
、
中
に
長
歌
は
第
二
句
の
屋
宇
を

一
韻
と
し
、
第
四
句
の
屋
宇
を

二
韻
と
し
、
以
下
二
句
毎
に
三
韻
四
韻
と
次
第
に
続
く
よ
し
を

い
ひ
、
短
歌
は
第
三
句
の
尾
字
を

一
鎖
と
し
第
五
句

の
尾
字
を
二
韻
と
定
め
、
倫
韻
字
に
は
鹿
繊
細
韻
の
別
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
あ
る
。
叉
長
歌

に
於
け
る
封
韻
や
換

韻

の
こ
と
を
説
い
て
あ
る
。
我
が
國
語
は
語
の
末
が
母
韻
で
終
る
の
が
例
に
な
っ
て
み
る
か
ら
特
殊
の
場
合
の
外
押

韻

の
必
要
は
無
い
の
で
あ
る
が
、
當
時
は
国
歌
と
漢
詩
と
の
差
異
も
知
ら
す
、
強
ひ
て
詩
法
を
国
歌
に
宛

て
嵌

め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ
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や
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
査
盟
は
異
本
に
は
杳
燈
と
な
っ
て
み
る
の
も
あ
な
が
、
管

見
に
よ
る
と
粗
龍
を

誤
ま
っ
た
も
の
で

は
あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
。
こ
の
中
に
は
雑
曾
・猿
尾
・無
頭
有
尾
。列
尾
・有
頭
無
尾
。
直
読
・雑
韻
の

七
つ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
句
の

一
つ
足
ら
な
い
も
の

(無
頭
有
尾
)
腰
以
下
二
句
の
鉄
け
て
る
る
も
の
(有
頭
無
尾
)

文
字
盤
り

(列
尾
)
句
の
文
字
の
少
い
も
の

(
猿
尾
)
韻
字
の
合
は
な
い
も
の

(雑
韻
)
装
飾
技
巧
も
な
く
亭
語
を

用
ひ
た
も
の

(直
話
)
種
々
な
も
の
が
ご
た
ご
た
集
っ
た
も
の

(難
會
)
所
謂
破
調
や
鍵
盤
を
攻
め
て
あ
る
。
形
式

上
の
こ
と
や
用
語
や
表
現
の
歌
態
を
混
じ
て
立
て
て
あ
る
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
第
三
の
雅
髄
は
更
に
聚
蝶

・
綴

警

・盤
木
・短
歌
・長
歌
・頭
古
腰
新
・頭
新
腰
古
・頭
古
陵
古
・
古
事
意
。新
意
膿
の
十
種
に
分
け
て
あ
る
。
こ
の
中
長
歌

短
歌
・製
本
は
句
数
か
ら
見
九
分
類
で
あ
る
。
長
歌
・短
歌
は
求
韻

の
中
に
説

い
た
も
の
、
堅
木

は
六
40
の
歌
旋
頭
歌

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
は
何
故
に
箪

一
種
に
拝
せ
な
か
っ
た
の
か
吾
人
に
は
分
ら
な
い
。

さ
て
聚
蝶
と
い
ふ
の

は
…大
武
天
皇
の
御
製

　
　
　
　
　
み
よ
し
の
を
　
よ
し
と
よ
く
見
て
　
よ
し
と
い
ひ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
野
よ
く
見
よ
　
よ
き
ひ
と
よ
く
克
つ

に
於
け
る
如
く
侮
句
に
同
語
を
匝
覆
し
て
訓
を
な
す
も
の
で
、
こ
れ
は
修
辞

の
上
か
ら
見
た
の
で
あ
る
。
綴
警
は
萬

葉
集
の
無
心
所
著
の
歌
の
如
く
、
徒
然
草
の

「
馬
の
き
つ
り
ょ
う
さ
つ
に
の
を
か
中
く
ぼ
れ

入
り
く
れ
ん
ど
う
」
の

　
　
　
　

第
二
　
和
歌
式
s
漢
詩
の
法
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
湘



　
　
　
　
㍉大

日
蟹本

歌

學

史

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
さ

如
く
、
二
つ
文
字
、
牛
の
角
文
字
の
如
く
,
謎
の
文
學
で
あ
る
。
さ
れ
ば
謎
警

の
誤
か
も
知
れ

ぬ
。
他
は
表
現
の
上

か
ら
別
を
立
て
た
も
の
で
、
頭
古
腰
新
は
第

一
句

に
枕
詞
な
ど
を
置
き
、
第

三
句
に
實
景
な
ど
を
叙
し
江
も
の
、
頭

新
腰
古
は
そ
れ
を
反
封
に
し
た
も
の
、
そ
の
絵
は
別

に
説
明
を
須
ひ
な
く
て
了
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
思
ふ
に
こ

の
数
種
は
咬
公
詩
議
の
十
五
例
な
ど
か
ら
考

へ
付
い
た
も
の
で
あ
る
ま
い
か
。

　
次
に
病
犯
に
關
…し
て
は
七
浦
を
立
て
て
あ
る
。

　
　
　
、
一　

頭
尾

二
、
胸
尾

三
、
腰
尾

四
、
懸
子

五
、
遊
風

六
、
盤
韻

七
、
遍
身

第

一
句
の
終
字
と
第
二
句
の
絡
字
と
同
字
な
る
も
の
。

第

一
句
の
継
手
と
第

二
句
の
三
六
の
字
と
同
字
な
る
も
の
、

他
句
の
絡
字
と
本
韻
と
同
字
な
る
も
の
。

五
句
の
中
本
甜
と
同
字
な
る
も
の
。

一
句
の
中
の
字
と
絡
字
と
同
字
な
る
も
の
〇

二
句
共
に
同
字
な
る
も
の
。

二
韻
の
中
本
韻
の
二
字
を
除
く
。

　
こ
れ
ら
は
詩
の
上
に
は
種

々
と
む
つ
か
し
く
制
を
立
て
て
あ
る
が
、
和
歌
に
は
さ
ま
で
要
の
な
い
こ
と
を
強
ひ
て

設
け
た
も
の
で
、
固
い
桶
に
角
い
蓋
を
し
た
傾
が
あ
る
、
あ
ま
り
實
用
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
勿
論
で
あ
る
。
兎
侮



傘
可
通
の
人
が
外
国
の
も
の
を
移
植
し
よ
う
と
す
る
と
、
斯
の
如
き
弊

に
陥
る
の
は
幾日
も
今
も
あ
り
が
ち
の
事
で
あ

る
Q
併
し
こ
れ
を
以
て
そ
の
時
代
に
は
叢
生
す

べ
き
で
な
亀い
と
す
る
の
は
古
血
ハや
萬
葉
を
精

讃
し
な
い
結
果
か
ら
来

光
臆
断
と
自
分
は
信
ず
る
の
で
あ
る
。

　
喜
摸
式
は
宇
治
山
の
信
喜
撰
が
仁
和
の
御
代
に
選
定
し
た
と
い
ふ
傳
設
で
あ
る
。
併
し
平
安
朝
の
末
期
に
於
て
既

に
戦
備
爾
本
の
あ
っ
た
こ
と
が
顯
昭
法
橋
の
古
今
序
註
に
見
え
て
み

て
、
六
義
.六
榿
。
八
病
等
を
立
て
て
あ
る
本
は

儒
書
で
用
ひ
℃
は
な
ら
な
い
と
か
、
四
句
混
本
歌
を
偽
式
本
に
は
載
せ
て
あ
る
と
い
ふ
記
事
も
見
え
て
み
る
。
從
っ

て
現
存
し
て
み
る
流
布
本
は
仮
託
の
書
と
古
人
も
定
め
て
み
る
。
そ
の
内
容
は
歌
の
四
病
・諸
詠
八
階
。異
名

・
八
十

八
物
及
二
十
六
種

の
物
名
を
墨
げ
て
あ
る
。
『
頃
從
昌
武
州
一得
二

書
一興
名
謂
ご紳
世
古
語
一』
云
々
以
下
二
十
六
種
の

物
名
は
後
人
追
加
に
係
る
が
、
他
は
亭
安
朝
末
期
に
引
用
し
て
み
る
も
の
と

】
致
し
て
み
る
。
さ
れ
ば
原
本
さ
な
が

ら
の
も
の
で
は
な
い
が
、
後
の
歌
學
に
影
響
が
あ
る
か
ら
、

一
わ
た
り
内
容
の
説
明
を
試
み
る
。

　
こ
の
書
に
は
三
十

一
文
字

の
中
に
四
病
が
あ
る
と
立

て
て
あ
る
。
所
謂
四
病
と
い
ふ
の
は
第

一
声
樹
、第
二
瓜
蝿
、

第
三
渡
舟
、
第
四
落
花
で
あ
る
。
名
の
原
つ
く
と
こ
ろ
は
明
か
で
な
い
が
、
倒
れ
易
い
と
か
、
浩
.民
易
い
と
か
、
覆

り
易
い
と
か
、
花
片
が
散
齪
し
て
醜

い
と
い
ふ
や
う
な
訣
黙
に
よ
っ
て
命
じ
た
も
の
と
思
ふ
。
中
に
岸
樹
は

　
　
　
　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　
　
　
　

て
る
H
さ

へ
　
て
ら
す
月
さ
へ
　
　
　
　
竃

　
　
　
　

・第
二
　
和
歌
式
と
漢
詩
の
法
幣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二



　

　

　

　

火

日

本

歌

學

史

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

三

の
如

く

第

一
句

の
初

学

と

第

二
句

の

切
字

と

同
聲

な

る
を

指

し

て
み

る

。

風

燭

は

　

　

　

　

　

　　
　　
　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　

　

　

　

　

か

の
と

の
は

　
さ

と

の

と

り

と

る

の
如

く

、

毎

句
第

二
字

と

第
四

字

と
同

聲

の
も

の
を

指

し

、
浪

舟

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
　り　　　　
　　　　　
　　　　
　　　　　　
　

　

　

　

　

　
く

さ

の

野

の

　
別

れ

し

い
も

も

の
如

く

、

五

言

の

句

01
第

四
第

五
字

の
同

撃

な

る
も

の
、

七

言

の
句

の
第

六
第

七

字

の
同

聲

な

る

も

の
、
落

花

は

　

　

　

　

　

ゆ　　
　　
む　
　　　
　　
　　
　　
　　
　　　
　　
ロ　
　　
　　
　
　

　

　

　

　

　

の

ち

の
池

の

　

し

き

し

あ

し

牝

の

の
如

く

、

短

句

に
同

字

を
交

へ
拠

る

も

の
を

指

し

て
み

る
。

こ

れ

は
室

海

の
交

鏡

秘

府

論

や
、
文

筆

眼

心
抄

や
大

江

鯛

網

の
作

文

大

龍

に

照

合

し

て
見

る

に
、

支

那

の
詩

作

上

の
病
犯

を

国

歌

の
上

に
う

つ
し

て
見

九

も

の
で

あ

っ

て
.

岸

樹

は

は
詩

の

李

頭
病

に

同

じ
く

、
風

燭

は
蜂

腰
病

と
等

し
く

、
浪

舟

は

作
文

大

罷

に
學

げ

て

あ

る
下

三
連

に
類

し

、

落

花

は
念

二
病

と

同

一
で

あ

る
。

次

に
諸

詠

「
階

は

交
鏡

秘

府

論

に
引

い
て
あ

る
文
筆

式

及
詩

格

韓

反

の
八

階

に
倣

っ

た
も

の
で

あ

る

。

少

し

煩

は

し
く

な

る
が

、

二
者

を

封

比

し

て
見

る
Q

　

　

　

　

　

喜

摸

式

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・
詩

格

韓

陣

　

　

一
、

詠

物

詠

レ
物

春

先

初
、不

レ
表

二
名

隼

設

レ
封

云

々

　

　

　

　

一
、

詠

物

階

　

　

二

、
贈

'
物

純

不

レ
貴

二
其

物

一
表

レ
色

髪

髭

云

々

　

　

　

　

二
、
贈

物

階



　

'

の

八 七'六 五 四 三 ・
、　 　、 　 　 、 　 　 b　 　、 　 　 、

和 題 謝 惜 恨 述

歌 歌 過 別 人 懐

後
代
令
二軌
模
一任
レ
心
頃
略
樽
三
講
述
レ
之

終
不
レ
破
二共
心
一編
念
綴
レ革
新
述
レ意

悦
喜
悲
歎
猫
満
ご
心
裏
一寂
輿
宣
レ意

短
句
不
レ
失
レ義
而
解
総
称
回
議
過

忽
得
レ
題
早
速
不
レ
看
善
悪
一纏
去
レ
病
可
レ
好

其
歌
人
中
敢
二
章
句
一相
二
進
水

入
一如
レ北
ハ毎
レ
句
和

三

、

四

、

五

、

六

、

七

、

八

、

、

和 役 讃 違 窟 述

詩 宴 殿 訓 心 志

階　　階　　階　　階　階　階

　
秘
府
論
駈
引
の
詩
格
韓
反
に
は
n
と
例
と
を
學
げ
た
ば
か
り
ノし
あ
る
が
　
式
の
方
に
は
不
完
全
な
が
ら
定
義
め
い

九
も
の
を
添

へ
て
あ
る
。
次
に
詠
物
異
名
と

い
ふ
の
は
、
天
を
詠
ず
る
と
き
は
天
の
原
と
い
ひ
、
地
を
詠
ず
る
と
き

は
あ
ら
か
ね
の
と
い
ふ
類
八
十
八
物
を
墨
げ
τ
あ
る
。
晋
の
高
低
を
主
と
す
る
漢
詩
と
音
の
長
短
に
基
づ
く
団
歌
と

性
質
の
違
ふ
も
の
を
同

一
の
規
則
に
支
配
さ
せ
る
の
は
非
常
な
誤
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
、
斯
か
る
式
は
和
歌
の
獲

蓬
に
害
こ
そ
あ
れ
釜
は
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
常
時
は
支
那
崇
拝
の
結
果
か

・
る
書
の
獲
生
を
促
し
牝
の
で
あ

る
o

　
孫
娘
式
は
和
歌
見
在
書
目
録
に
よ
る
と
序
が
あ
る
と
見
え
て
み
る
が
、
現
存
本
に
は
欲
け
て
る
る
。
又
顯
昭

の
萬

葉
時
代
難
事
古
今
集
註
及
袖
中
砂
に
引
用
し
た
條
も
存
し
て
み
な

い
。
唯
八
病
と
長
歌
式
と
を
學
げ
て
蹟
を
添

へ
て

　
　
　
　

第
二
　
和
歌
式
と
漢
詩
の
淡
路
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三



■

■

　
　
　
　

大

日

本

歌
.事

典
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茜

あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
八
病
は
文
鏡
秘
府
論
に
載
せ
て
あ
る
同
心
・齪
思
・欄
蝶
・渚
鴻
・花
橘
・老
楓
・中
飽

・
後
悔
の
八

つ
を
取
っ
て
、
こ
れ
に
和
歌
を
充
て
て
あ
る
。
長
歌
式

は
喜
摸
式
に
五
七
五
、
五
七
五
、
七
七
と
あ
る
を
難
じ
て
合

い
ふ
形
と
し
て
み
る
。
現
存
本
は
長
豫
四
年
風
雅

の
奥
書
本
よ
り
他
に
な
い
か
ら
原
本
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
が

矢
張
支
那
詩
學
の
影
響
を
受
け
て
成
っ
た
産
物
の

一
で
あ
る
こ
と
は
聞
違
な
い
で
あ
ら
う
。

、石
見
女
式
は
奥
義
抄
に
そ
の
名
が
見
え
、
八
雲
御
抄
に
は
安
部
清
行
の
式
と
同
じ
も
の
か
と
註
さ
れ
て
あ
る
。
清

行

は
承
和
三
年
に
文
章
生
と
な
り
、
貞
観
六
年
太
宰
少
弐
と
な
っ
て
昌
泰

三
年
に
卒
し
九
人
で

そ
の
歌
が
二
背
古
今

に
入
っ
て
み
る
。
こ
の
書
も
假
託
の
書
で
あ
る
。
序
文
及
四
病
の
説
は
喜
摸
式
か
ら
取
っ
た
も

の
で
、
次
に
或
記
日

和
歌
之
道
者
天
神
膚
身
萬
法
妙
禮
、
爾
句
者
天
府
陰
陽
胎
金
二
界
と
か
、
五
七
の
句
は
五
行
五
常

に
類
す
と
い
ふ
が

如
く
佛
説
五
行
読

に
比
し
、
和
歌

一。一+

一
字
に
は
字
毎
に
守
護
神
が
あ
る
と
い
っ
て
、
日
向
の
海
彦
宮
よ
り
紀
伊
の

丹
生
の
宮
に
至
る
國

々
の
棘
三
十

一
柱
を
載
せ
て
あ
る
℃
斯
の
如
き
思
想
は
術
後
代
に
獲
達
し
た
も
の
と
考

へ
ら
れ

る
。
漢
詩
の
影
響
を
受
け
て
伐
つ
た
原
本
は
夙
く
失
は
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
欧
洲
の
各
国
が
あ
る
時
代
ま
で
は

自
国
の
歴
史
や
交
法
を
拉
丁
語
で
書

い
て
み
た
面
影
は
こ
の
時
代
を
聯
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
斯
う
い
ふ
後
を
受
け

て
、
紀
貫
之
が
月
畳
め
た
意
味
で
古
今
の
偏
名
序
を
作
り
假
名
文
字
を
以
τ
日
記
を
創
め
九
の
で
あ
ら
う
。



第
三
　
紀
貫
之
の
歌
論

・
奈
良
朝
の
あ
ふ
り
を
う
け
て
、
平
安
朝
の
初
期
に
は
漢
文
學
が
大
に
流
行
し
、
特
に
嵯
峨
津
和
爾
皇
の
御
代
に
は

そ
の
隆
昌
を
極
め
た
が
、
そ
の
潮
流
は
長
く
は
績
か
な
い
で
、
自
国
文
學

に
封
ず
る
國
民
の
自
発
心
は
め
き
め
き
と

頭
を
蓬
ぴ
て
來
τ
、
光
孝
・宇
多
二
帝
の
御
宇
よ
り
和
歌
が
再
び
盛
ん
と
な
り
、
草
合
の
遊
技
よ
り
起
り
て
、
詩
合
並

に
歌
合
が
行
は
れ
、
絡
に
延
喜
の
聖
代
に
至
っ
て
漢
詩
交
の
勅
選
に
倣
っ
て
、
和
歌
勅
選

の
業

は
初
ま
っ
た
。
そ
の

選
者
の
第

一
入
着
た
る
紀
貫
之
は
後
世
の
歌
人
に
偉
大
な
影
響
を
與

へ
弛
。
そ
の
歌
學
に
騙
す

る
意
見
は
古
今
集
の

序

に
よ
っ
て
窺
は
れ
る
Q

　
こ
の
序
に
は
ま
つ
歌
と
は
何
ぞ
や
と
い
ふ
問
題
を
始
と
し
、
歌
の
起
原
・獲
達
・攣
遷
・歌
鎧
・
歌
の
徳
。古
今
名
匠
の

批
評
及
撰
輯
に
閲
す
る
こ
と
を
述

べ
て
あ
る
。
ま
つ
歌
と
は
何
ぞ
や
の
問
題
に
謝
し
τ
は

『
や
ま
と
歌
は
ひ
と
の
心

を
種
と
し
て
よ
う
つ
の
言
の
葉
と
な
れ
り
け
る
』
と
提
言
し
τ
あ
る
。
こ
の
序
の
眞
備
を
疑

ふ
も
の
は
別
と
し
て
.

こ
れ
を
金
科
玉
篠
と
仰
ぐ
人
々
の
問
に
於
て
も
、
部
分
的
に
は
古
来
種
々
の
読
が
あ
る
。
六
簑

(後
に
詳

説
す
ろ
)
の
定
本

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　　
　　　　　
　　　　
　

に

は
、

『
ひ

と

つ

心
を

種

と

し

て
」

と

あ

っ

て
、
顯

昭

法
橋

は

ひ

と

の

は

ひ
と

つ
の
誤

爲
で

、

一
と
萬

と

上
下

相

射

し

た

も

の
だ

と

い

ひ
、

近

世

に
於

て

も

六

人

部

是

香

、
近

藤

芳

樹

な
ど

も

そ

の
説

を

奉

じ

、

特

に
芳

樹

は

ひ
と

つ
心

と
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大

日

本

歌

學

史

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

失

い
ふ
は
物
の
あ
依
れ
を
知

っ
て
歌
を
詠

む
心
だ
と
近
代
的
な
解
繹
を
し
て
み
る
が
、

】
般
に
は
京
極
定
家
卿
の
校
本

に
擦
っ
て
人
の
心
と
見
倣
し
て
み
る
。
次
に
貰
之
は
歌
ω
稜
生
に
閲
し
て

『
世
の
巾
に
あ
る
人
ご
と

わ
ざ
し
げ
き
も

の
な
れ
ば
、
心
に
黒
ふ
こ
と
を
見
る
も
の
聞
く
も
ω
に
つ
け
て
い
ひ
出
せ
る
な
り
』
と
述
.へ
て
み
る
。
物

心
二
界
に

就
て
は
幾
多

の
議
論
も
あ
ろ
が
、
こ
の
交
に
よ
る
と
心
が
主
で
外
界
は
そ
れ
に
附
随
し
九
も
の
と
観
た
説
の
や
う
で

あ
る
。
貫
之
は
歌
を
主
観
的
な
も
の
と
思
惟
し
て
み
た
。
同
時
の
人
も
客
観
的
よ
の
主
観
的
の
歌
を
多
く
詠
ん
だ
。

そ
こ
で
こ
の
序
文
に
こ
れ
を
嚢
表
し
た
も

の
と
見
え
る
。
千
蝕
年
の
瞥
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
輩
に
心
と
い
ふ
だ
け
で

細
か
に
感
情
と
か
情
緒
な
ど
涯
別
し
て
い
は
ふ
道
理
か
な
く
、
芳
樹
の
・読
の
如
き
も
の
で
は
な
く
極
め
て
大
ま
か
な

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
そ
の
原
つ
く
と
こ
ろ
は
詩
経
の
大
序
か
ら
糸
を
引
い
て
み
る
。
講
者
志
之
所

レ
之
也
、在
レ
心
爲
レ志
。
　鍍
レ
言
爲
レ詩
。
情
動
ご於
単
一、
面
形
二於
、言
一。
と
い
ひ
、
又
惰
嚢
二於
聲
一。
聲
成
レ文
。
謂
二

之
晋
一。
治
世
之
膏
安
以
樂
云
々
、
観
世
之
背
怨
以
怒
云
々
と
い
っ
て
あ
る
に
擦
っ
た
も
の
で
、眞
字
序
即
ち
漢
文
の

序
は
准
、櫨
の
あ
と
が

一
贋
よ
く
分
る
の
で
あ
る
。
土
佐
B
記
に
貫
之
が
子
を
失
つ
弛
條
に

『唐

土
も
こ

・
も
思
ふ
こ

と

に
堪

へ
ぬ
時
の
わ
ざ
云
々
』
と
書
い
て
あ
る
の
も
詞
じ
こ
と
で
あ
る
。
次
に
和
歌
の
敷
川
に
競
い
τ
は
、
『力
を

も
入
れ
す
し
て
天
地
を
動
か
し
、
目
に
見
、λ
ぬ
鬼
締
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
、
男
女
の
中
を
和
ら
げ
、
猛
き
武
夫
の

心
を
も
慰
む
』
と

い

っ
て
み
る
の
は
、
矢
張
詩
の
大
序
の
動
二天
地
面感
二兎
紳
凶,
莫
レ近
二
於
詩

一。

先
王
以
レ是
、



経
二夫
婦
一成
二季
敬
一、厚
二
八
倫
'、
美
三
教
化
一、
移
二風
俗
一。
と
い
ふ
か
ら
出
て
み
る
。
次
に
歌

の
起
原
叢
達
に
就
い

て
文
中
所

々
に
い
っ
て
あ
る
所
を
綴
合
し
て
見
る
と
、

　
　

『
帥
代
に
は
歌
の
文
字
も
定
ら
す
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ソ
ア
マリ
ヒ
ト
モ
ジ

　
　

『
人
の
世
と
な
り
マ、
三
+

一
文
字
は
詠
み
け
る
』

　
　

『
斯
く
τ
花
を
め
で
、
鳥
を
う
ら
や
み
、
霞
を
あ
は
れ
み
、
露
を
か
な
し
む
心
、
詞
多
く
さ
ま
ざ
ま
に
な
り
に

　
　
け
る
』

　
　

『今
の
世
の
中
、
色

に
就
き
、
人
の
心
花
に
な
O
け
る
よ
り
、
あ
だ
な
る
歌
は
か
な
き
こ
と
の
み
出
で
来
れ
ば
、

　
　
色
好
み
の
家
に
の
み
、
埋
木
の
入
知
れ
ぬ
こ
と

・
な
り
し
、
ま
め
な
る
と
こ
ろ
に
は
花
薄

ほ
に
出
す
べ
き
こ
と

　
　

に
も
あ
.ら
す
な
り
に
た
り
。』

こ
の
や
う
で
、
歌
の
形
式
が
段

々
定
ま
り
、
内
容
が
花
鳥
の
如
く
優
美
な
自
然
物
を
風
詠
し
、
そ
れ
よ
り
和
歌
が
男

女
交
際
の
用
に
あ
て
ら
れ
た
こ
と
を
述

べ
た
と
こ
ろ
が
、
団
歌

の
自
然
の
趨
勢
を
示
し
て
あ
る
。
併
し
之
を
匡
済
す

る
に
萬
葉
時
代
に
於
け
る
山
上
憶
良
な
ど
の
如
く
沈
痛
な
る
人
生
を
詠
ず
る
と
か
、
家
持
の
中
年
以
降
の
作
に
於
け

る
如
く
、
我
が
武
士
道
を
鼓
吹
し
家
門
を
辱
し
め
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
と
か
、
人
麿
の
や
う
に
国
家
成
立
の

所
以
を
諸
ふ
と
か
、
赤
人
の
や
う
に
自
然
美
を
謡
ふ
と
か
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
固
よ
り
論
じ
て
な
い
。
貫
之
等
の
慨
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大

日

本

歌

學

史

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
欠

い
た
と
こ
ろ
は
實
に
常
代
の
風
で
、
天
暦
寛
弘
の
頃
に
至
っ
て
は
、
そ
れ
が

同
居
激
し
く
な
っ
て
來
喪
の
で
あ
る
。

　
次
に
歌
髄
に
就

い
て
は

『歌
の
さ
ま
六
つ
』
と
い
っ
て
六
種
類
を
立
て

・
み
る
o

六　五
つ　　つ
に　に
は　は

四　三　ニ　一
つ　　つ　　つ　　つ
に　に　に　に
は　は　は　は

そ

へ
歌

。

か

ぞ

へ
歌

。

な
す

ら

へ
歌

。

た

と

へ
歌

。

た

f

ご

と
歌

。

い
は

ひ
歌

。

　
こ
れ
は
詩
の
六
義
に
擦
っ
た
も
の
で
、
六
義
と
い
ふ
の
は
風
。賦
・
比
・興
・雅

・
頚
で
あ
る
。
支

那
人
で
も
六
義
の

説
明
は
い
ろ
く

な
こ
と
を
い
っ
て
み
る
が
、
風
雅
頚
の
三
つ
は
詩
膿
の
性
質
上
か
ら
分
け
、
賦
比
興
は
修
飾
上
か

ら
直
別
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
混
じ
て
か
う
い
ふ
風
に
定
め
た
の
で
あ
る
。
随
っ
て
こ
の
匠
別
は
古
今
集
を
選

む
上
に
は
全
く
關
係
は
な
い
。
古
今
の
部
立
ぱ
萬
葉
の
四
季
雑
・四
季
相
聞
よ
り
四
季
を
分
ち
、
相
聞
を
懲
と
し
、挽

歌
を
哀
傷
と
し
、
雑
の
中
か
ら
鋳
族
別
離
及
賀
を
切
り
放
し
、
形
式
に
よ
っ
て
分
け
る
べ
き
長
歌
旋
頭
歌

(短
歌
を

除
き
)
に
俳
謡
歌
・
大
歌
所
歌
・東
歌
を
An
せ
て
雑
禮
と
し
た
の
で
あ
る
。
吾
人
の
希
望
を
云
ふ
と
、
今
少
し
吾
が
國



固
有
の
風
に
基
い
て
分
け
弛
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
時
代
か
古
く
、
且
は
漢
詩
に
封
ず
る
上
か
ら
斯
様

に
な
っ
た
も

の
と
見
え
る
。

　
次
に
歌
遡
及
六
歌
仙
の
批
評
が
あ
る
。
こ
れ
は
貫
之
の
白
襲
に
由
る
か
、
或
は
鐘
畷
の
詩
品
な
ど
か
ら
思
ひ
つ
い

た
も
の
か
、
兎
に
角
短
い
な
が
ら
に
そ
の
人
々
の
作
風
の
長
短
を
面
白
く
批
評
し
て
み
る
。

一
盟
批
評
と
い
ふ
こ
と

も
そ
の
頃
か
ち
次
第
に
盛
に
な
っ
て
来
た
や
う
だ
。
而
し
て
こ
の
六
歌
仙
と
い
ふ
の
は
貫
之
等
が
定
め
た
の
か
、
或

は
世
間
ζ
既
に
さ
う
い
ふ
目
が
あ
っ
た
の
か
判
然
し
な

い
。
當
時
貴
紳
の
朝
賀
に
屏
風
を
贈
る
こ
と
が
盛
ん
で
あ
っ

て
、
そ
の
屏
風
は
六
折
の
も
の
が
流
行
し
て
み
た
か
ら
、
最
初
誰
か
が
六
人
の
詠
を
書
付
け
た
の
に
基

い
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
さ
て
そ
の
評
は
中
ら
な
い
の
も
あ
る
が
、
中
に
想
の
方
で
は

『
ま
こ
と
』
と
い
ふ
こ
と
を
標
準
と
し

て
設

い
τ
あ
る
Q
後
世
香
川
景
樹
な
ど
の
歌
が
誠
を
理
想
と
す
る
説
は
、
こ
れ
に
胚
胎
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
形
の

方
で
は
詞
の
巧
と

い
ふ
こ
と
も
い
っ
て
み
る
。
所
謂
技
巧
を
指
し
九
の
で
あ
る
。
新
撰
和
歌
の
序
に
花
蜜
相
乗
の
語

も
用
ひ
て
あ
る
が
、
想
と
形
と
の
調
和
に
關
し
て
は
別
に
説

い
て
な

い
。
併
し
貫
之
の
作
そ
の
も
の
に
よ
勾
て
考

へ

る
S
技
巧
と
い
ふ
上
に
随
分
骨
を
折
っ
て
み
た
こ
と
が
分
る
。

　

一
つ
の
勅
選
集
の
序
文
に
よ
り
て
貫
之
が
歌
學
に
於
け
る
全
盤
の
思
想
如
何
を
評
す
る
は
ち
と
無
理
か
も
知
ち
ぬ

が
、
他
の
著
書
や
文
章
な
ど
に
照
合
し
τ
、
そ
の
考
の
大
磯
怯
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
貫
之
は
叉
瓢
撰
和
歌
の
序
起
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史

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
5

『雄
署誠
假
二名
於
綺
靡
之
下
一、
然
復
取
二義
於
敏
誠
之
中
一着
也
』
と
い
っ
て
み
る
。
こ
れ
も
支
那
の
影
響
を
受

け

た
も
の
で
、
我
が
邦
で
は
駅
を
数
化
の
具
と
は
し
な
か
っ
た
。
又
古
今
序
に
花
の
朝
月
の
夕
な
ど
に
群
臣
に
歌
を
献

ら
せ
て
、
そ
の
才
の
賢
愚
優
劣
々
撮
ぶ
と
い
ふ
が
如
き
は
支
那
思
想
に
か
ぶ
れ
五
言
ひ
方
で
あ

っ
て
、
我
邦
に
は
無

い
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
無
理
な
黙
も
な
い
で
は
な

い
が
、
大
盤
よ
り
い
へ
ば
、
支
那
詩
學
・の
精
帥
を
と
っ
て

国
風
に
合
せ
や
う
と
努
め
弛
貼
は
多
と
す
べ
き
で
あ
る
o

第
四
　
歌
合
の
判
に
見
え
た
る
歌
學
思
想

　
厳
粛
な
る
批
評
に
由
っ
て
作
物
が
多
少
動
さ
れ
る
こ
と
は
、
古
今
東
西
と
も
に
同
様
で
あ
ら
う
。
古
今
集

の
序
に

於
け
る
六
歌
仙
の
批
評
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
批
評
が

一
暦
盛
に
な
っ
た
の
は
歌
合
の
流
行
に
伴
つ

弛
や
う
だ
。
現
存
せ
る
歌
合
の
中
景
も
古
い
の
は
、
在
民
部
郷
家
の
歌
合
で
あ
ら
う
。
在
民
部
卿
と
い
ふ
の
は
阿
保

親
王
の
子
在
原
行
早
の
こ
と
で
、
風
流
の
名
を

一
世
に
流
し
た
業
平
の
兄
で
あ
る
。
こ
の
郷
家

の
歌
合
は
多
分
元
慶

の
終
か
又
は
仁
和
の
初
め
頃
の
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
か
ら
寛
李
を
純
で
延
喜
の
頃
に
な
る
と
歌
合
は
非
常
に
盛
と

な
り
、
天
暦
の
御
代
に
至
っ
て
そ
の
儀
式
作
法
な
ど
も
益
々
整
ふ
に
至
っ
た
o

サ



　

一
罷
歌
合
と
い
ふ
も
の
は
、
歌
を
左
右
に
番
っ
て
そ
の
優
劣
を
定
め
る
こ
と
で
、
そ
の
初
は
支
那
か
ら
傳

へ
て
来

た
草
合
や
花
合
と

い
ふ
遊
技
に
附
随
し
て
飴
興
的
に
加

へ
た
の
が
本
で
、
後
に
は
そ
れ
が
濁
立
し
て
行
は
れ
る
や
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
番
数
な
ど
も
始
め
は
多
く
も
無
か
っ
た
が
、
後
に
は
段
々
と
ふ
え
て
来
て
、
近
古
時
代
の
始

に
は
千
五
百
番
と

い
ふ
無
比
の
大
数
に
上
る
も
の
さ

へ
出
來
た
程
で
あ
る
。
延
喜
十
三
年
に
行
は
れ
江
亭
子
院
歌
合

に
は
、
始
め
て
序
文
が
添

へ
ら
れ
て
る
る
。
叉
判
者
の
評
語
即
ち
こ
の
道
で

い
ふ
判
詞
も
少
し
は
載
せ
τ
あ
る
。
更

に
天
徳
四
年
内
裡
歌
合
に
は
二
十
番
悉
く
判
詞
が
備
は
つ
て
み
る
。
今
延
喜
か
ら
天
暦
又
は
そ
れ
よ
り
少
し
後
に
亘

っ
て
歌
合
の
偶
語
中
歌
學

に
關
係
あ
る
も
の
を
拙
き
出
し
て
見
よ
う
。

　
　

一
、
想
の
面
白
く
情
の
こ
も
っ
て
み
る
の
を
貴
ん
だ
こ
と
。

　
　
　
天
徳
四
年
内
裡
歌
合
　
二

番

判
　
左
歌
心
ば
へ
い
と
お
か
し
云
々

　
　
　
同
,
十
七
審
判
　
左
歌
頗
有
レ情
傭
レ勝

　
　
　
同

+
四
番

(
郭
公
)
判

左
歌

(
さ
よ
ふ
け
て
、
ね
ざ
め
ざ
り
せ
ば
時
鳥
人
づ
て
に
こ
そ
き
く
べ
か
り
け

　
　
　
　
れ
)
聞
か
む
と
も
思
は
で
寝
観
し
け
ん
ぞ
あ
や
し
き
。
云
々

　
　

二
、
首
尾
の

一
致
を
大
切
と
考

へ
た
こ
と
。

　
　
　
天
徳
四
年
内
裡
歌
合
　
十

番

判
　
左
歌
首
尾
相
叶
。
ふ
る
ま
ひ
も
あ
り
τ
お
か
し
。

　
　
　
　

第
四

歌
合
の
剴
に
見
え
ぬ
る
歌
學
思
想

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三



　

　

大

日

本

歌

臭

墨
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
一三

　
同

　

五
番

　

　
(
よ

と

共

に
散

ら
す

も

あ
ら

な

む

、

櫻

花

あ

か

ぬ

心
は

い
っ

か

た

ゆ

べ
き

)

の
判

、

右
歌

は
末

　

あ

は

ぬ
心

地

ぞ

す

る
。

三

、

詞

の
清

く

さ

つ

ば

り

と

し

池

の
を

好

い
弛

こ

と
。

　
天

徳

歌

合

十
九

審

判

　

左

右

歌

い
と

お

か
し

。

さ

れ

ど

左

の
歌

は

詞
き

よ
げ

な

り

と

て
以

レ
左
爲

レ
勝

四

、

縁

語

を

忽

に
し

て
は

な

ら

な

い
こ

と

。

　

天

徳

四

年

内

裡
歌

合

九

番

(
藤

)
判

　

水

な

く

て

藤

な

み

と

い
ふ

こ

と
古

歌

に

折

々
あ

り

。

さ

れ

ど

尋
人

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
　　

　

な

け

れ

ば

さ

て

と

f

ま
れ

る
成

べ
し

。
歌

合

に

は

い
か

f
あ

ら

ん

。

こ

と

に

よ

せ

ぬ

は

い

は
れ

な

し

云

々
.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
　　

　

右

同

じ

波

あ

る

に
岸

に
よ

せ
た

れ

ば

た

よ

り

あ

り
Q

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
　　　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　　
　　　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　　
　　　
　　
　
　

　

同

　

一
番

(
霞

)
判

　
左
歌

く
ら

は
し

山

に
年

を

つ
む

と

い

へ
る

こ

と

宜

し

。

叉

は

し

に
渡

る
な

ど

い
ふ

も

さ

　

も

あ

り

な

む

。

五

、

士
↓要

な

貼

を

忽

に
す

る

を

嫌

っ
た

こ

と

o

　

亭

子
院

歌

合

四

番

(
い
そ

の

か

み
布

留

の
就

の
櫻
花

こ

ぞ

み

し

春

の
色

や

の

こ

れ

る
)

判

去
歳

を

の

み

に
て

　

A
題
年

の
心

な

し

と

て
負

く

。

　

天
徳

四
年

内

裡

歌

合
七

番

(
年

ご
と

に
き

つ

・
我

見

る
櫻
花

霞

も

今

は

立

ち

な
隠

し

そ
)

制

　

古

歌

は

い
つ

暢L



　
こ
に
來
つ

・
見

る
ぞ
。

六
、
陳
腐
を
雄
卿つ
弛
こ
と
o

　
亭
子
院
歌
合
十
三
番

(
足
引
の
山
吹
の
花
ち
り
に
け
り
。
井
手

の
蛙
は
今
や
鳴
く
ら
ん
)
制
　
右
、
古
め
き

　
拠
り
と
て
負
く
る
な
り
。

七
、
祝
賀
の
歌

に
忌
は
し
い
こ
と
を
避
け
る
こ
と
Q

　
賀
陽
院
水
閣
歌
合
九
番

(
君
が
代
は
白
雲
か

・
る
っ
く
ば
ね
の
峯
の
つ
f
き
の
海
と
な
る
ま
で
)
歌
判
　
海

　
も
山
に
な
り
、山
も
海
と
な
ら
ば
悪
し
か
り
な
ん
、海
は
海
山
は
山
に
て
あ
ら
ん
こ
そ
よ
か
ら
め
。
忌
ま
く

　
し
と
て
食
く
。

八
、
同
心
病
を
嫌
う

た
こ
と
。

　
亭
子
院
歌
合
二
番
　
左

(険
か
ざ
ら
む
も
の
と
は
な
し
に
、
櫻
花
お
も
か
げ
に
の
み
ま
だ
き
見
ゆ
ら
ん
)
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　　
　　　　

　

(
山
…櫻
嘆
き
ぬ
る
と
き
は
恒
よ
り
も
峯
・の
白
雲
た
ち
ま
さ
り
け
り
)
判
　
左
は
ら
む

二
つ
あ
り
、
右
は
山
峯
・

　
と
い
ふ
こ
と
ま
た
有
り
と
て
持
に
な
り
ぬ
。

九
、
聲
韻
の
病
を
嫌
っ
た
こ
と
。

　
天
徳
四
年
内
裡
歌
合
　
八
番

(
ひ
と

へ
づ

・
八
重
山
吹
は
ひ
ら
け
な
ん
程

へ
て
匂
ふ
花
と
た
の
ま
ん
)
古
歌

　
　

嬉
・四
　
歌
合
の
判
に
見
え
惚
る
歌
學
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　

大

日

本
・歌

學

史

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
茜

　
　
　
は
八
重
山
吹
の

一
重
づ

・
開
け
ば
、

一
重
な
る
山
吹
に
て
こ
そ
あ
ら
め
。
心
は
あ
ろ
に
似
た
れ
ど
も
、
八
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
　

　
　
　
険
か
す
ば
詮
な
く
や
あ
ら
む
。
又
下
句
の
は
て
上
の
40
の
は
て
に
同
文
字
あ
り
。
伍
以
レ
左
爲
レ
勝
o

　
　
　
天
徳
四
年
内
裡
歌
合
　
　(
こ
と
な
ら
ば
雲
井
の
月
と
な
り
な

・
む
。
癒
し
き
か
げ
や
塞

に
見
ゆ
る
と
)
判

　
　
　
右
上
下
句
首
の
字
同
じ
、
に
く
さ
げ
に
聞
ゆ
と
、
左
人
申
せ
ど
さ
せ
る
難
に
は
あ
ら
ぬ
に
ぞ
、
価
爲
レ持
q

　
判
詞
は
簡
約
を
旨
と
し
て
あ
る
か
ら
、

一
々
委
し
い
説
明
も
な
い
が
、
よ
く
こ
れ
を
味
っ
て
見
れ
ば
、
常
時
の
歌

學

の
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と

い
ふ
こ
と
は
分
る
。

　

】
鵠
歌
合
に
左
右
に
組
を
分
け
て
互
に
論
難
さ
せ
る
こ
と
は
、
天
台
宗
で
行
ふ
論
義
と
い
ふ
こ
と
か
ら
起
つ
た
と

思
は
れ
る
。
彼
宗
で
は
経
文
の
要
義
を
議
論
す
る
儀
式
が
嚴
か
に
き
ま
っ
て
み
る
。
比
叡

の
山
で
は
六
月
會
に
行
は

れ
る
、
宮
中
で
も
御
齋
曾
の
時
に
は
行
は
れ
る
。

一
條
院
の
頃
に
は
歌
合
と
は
別
に
歌
論
議
と

い
ふ
こ
と
が
行
は
れ

て
、
常
時
四
納
言
の

一
人
に
数

へ
ら
れ
た
名
筆
の
行
成
卿
が
そ
の
方
の
心
得
が
無
く
て
恥
を
か

い
た
こ
と
が
大
鏡
に

見
え
τ
み
る
。

　
歌
合
は
互
に
勝
負
を
競
ふ
所
か
ら
し
て
、
反
射

側

の

歌
に
封
ず
る
批
評
は
大
照
か
ら
い

へ
ば
同
情
の
あ
ら
う
筈

が
無

い
。
い
は
f
穴
さ
が
し
の
こ
と
が
多

い
。
併
し
判
者
に
は
當
代
の
優
れ
た
歌
人
が
當

つ
た
か
ら
、
な
る
べ
く
公

準
の
判
断
を
執
ら
う
と
庶
幾
し
た
で
あ
ら
う
。
尤
も
引
き
ノ
、
が
あ
っ
て
多
少
ど
う
か
と
思
ふ
こ
と
の
あ
る
の
は
免



れ
な
い
。
(天
暦
の
時
禁
中
の
梨
壺
で
、
萬
葉
に
訓
貼
を
つ
け
た
五
博
士
の

一
人
の
源
順
な
ど

も
、野
宮
十
番
歌
合
に

女

の
方
を
多
く
勝
た
せ
た
と

い
ふ
の
で
、
男
方
か
ら

『霜
枯
の
翁
草
ど
は
名
の
れ
ど
も
』
と
歌
を
途
つ
τ
誘

っ
た
や

う
な
話
も
建
っ
て
る
る
の
で
あ
る
。)

第
五
　
藤
原
公
任
の
歌
學
　
附

道
濱
と
能
因

　

天
暦
の
御
代
に
は
歌
が
段
々
盛
に
な
っ
て
来
た
が
、之
を
延
喜
の
御
代
に
比
べ
て
見
る
と
質
に
於
て
は
及
ば
な
い
。

大
中
臣
能
宣
も
清
原
元
輔
も
貫
之
や
躬
恒
の
愚
を
摩
す
る
こ
と
が
川
來
な
い
。
源
順
は
博
學
で
あ
る
が
歌
才
は
さ
ほ

ど
に
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
後
寛
弘
の
頃
に
か
け
て
ひ
と
り
異
彩
を
放
っ
て
る
た
の
は
曾
根
好
忠
で
あ
る
。
従
来
人

の
詠
ま
ぬ
材
料
を
取
扱
つ
た
り
、
俗
語
を
自
在
に
よ
み
入
れ
た
り
し
て
、
大
膳
で
粗
放
で
形
式
に
拘
ら
な
い
人
で
、

後
世
で
は
和
歌
革
新
の
暁
星
の
や
う
に
い
は
れ
て
み
る
が
、
彼
は
創
作
家
で
あ
っ
て
歌
學
者
で
は
な
い
。
そ
の
頃
歌

壇
の
泰
斗
と
し
て
諸
人
よ
り
尊
敬
さ
れ
て
み
た
の
は
四
條
大
納
言
公
任
で
あ
っ
た
。

　

公
任
は
開
白
頼
忠
の
嫡
子
で
そ
の
門
地
が
高
い
。
常
時
四
納
言
の
第

一
に
藪

へ
ら
れ
、
多
藝
な
人
で
詩
も
作
れ
ば

、歌
も
詠
む
、
管
絃
も
出
来
る
。
大
井
河
で
三
舟
の
嬰
を
あ
げ
た
逸
話
は
大
鏡
な
ど
に
載
っ
て
み
て
、
今
に
人
口
に
瞼

　
　
　
　

第
五

藤
原
公
任
の
歌
學

附

道
濟
ミ
能
因

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二識

∂



　
　
　
　

大

日

本

歌

學

史

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

景

象
し
て
み
る
。
有
職
に
も
明
か
で
北
山
抄
を
著
し
當
時
の
儀
式
共
融
を
定
め
た
。
筆
蹟
も
中
々
見
事
で
断
簡
零
墨
も

珍
重
さ
れ
る
。
か
う
い
ふ
風
に
聲
望
が
高
く
、
分
け
て
も
歌
壇
に
於
て
は
當
時
人
麿
赤
人
に
配
せ
ら
れ
る
程
で
あ
っ

弛
。
併
し
今
日
よ
り
見
る
と
、
作
家
と
し
て
の
地
位
は
低
く
、
歌
學
の
方
は
群
を
抜
い
て
み
た
や
う
で
あ
る
。
そ
の

著
述
に
新
撰
髄
脳
・
和
歌
九
品
・
三
十
六
入
撰
・
深
窓
秘
抄
・
前
後
十
五
番
歌
合
・
金
玉
集
・
和
漢
朗
詠
集
が
あ
る
。

　
新
撰
髄
脳
は
小
冊
子
で
あ
る
が
歌
學
史
上
逸
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
抑
.も
髄
脳
と
い
ふ
名
稻
は
唐
の
元
就

の
著
書
に
始
ま
る
や
う
で
あ
る
。
新
撰
と
冠
ら
せ
た
の
は
元
就

の
作
に
謝
し
て
い
っ
た
も
の
か
、
或
は
そ
の
頃
既
に

和
歌
の
髄
磯
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
て
そ
れ
に
謝
し
て
新
と
命
名
し
た
も
の
か
よ
く
分
ら
ぬ
。
源
氏
物
語
の
玉
か
づ
ら

の
巻
に
、
『
常
陸
の
御
子
の
書
置
き
給

へ
り
け
る
上
屋
紙
の
草
子
を
こ
そ
見
よ
と
て
お
こ
せ
給

へ
り
し
が
、和
歌
の
髄

暖
い
と
所
せ
う
、
病
去
る
べ
き
所
多
か
り
し
か
ば
、
も
と
よ
り
後
れ
拠
る
方
の
い
と
f
中

々
動

き
す
べ
き
も
あ
ら
ざ

り
し
か
ば
、
む
つ
か
し
く
て
返
し
て
き
。』
な
ど
の
文
句
の
あ
る
所
を
見
る
と
、當
時
幾
つ
も
下
ら
な
い
髄
贈
が
既
に

あ
っ
江
の
で
あ
る
。
公
任
の
幾
歳
の
作
か
は
分
ら
な
い
が
、
當
時
存
在
せ
る
そ
れ
ら
の
髄
礪
に
劃
し
て
新
撰
と
命
名

し
弛
も
の
と
見
て
も
差
支
は
無
か
ら
う
。
さ
て
こ
の
書
に
は
歌
の
規
範
と
す
べ
き
所
を
示
し
て
み
る
。
『
即
ち
歌

は

心
深
く
、
姿
清
げ
に
て
、
詞
に
を
か
し
き
所
あ
る
を
優
れ
拠
り
と
い
ふ
べ
し
。
事
多
く
添

へ
く
さ
り
て
と
見
ゆ
る
が

い
と
黒
き
な
り
Q

剛
節
に
す
ぐ
よ
か
に
な
む
詠
む
べ
き
o』
と
あ
る
。
心
と
い
ふ
の
は
想
の
こ
と
、姿
と
い
ふ
の
は
格



調
の
こ
と
、
詞
と
い
ふ
の
は
措
僻
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
三
代
集
時
代
に
は
言
掛
け
を
用
ひ
た
り
縁
語
を
使
っ
た
り
す

る
風
が
盛
に
な
っ
て
來

て
、
中
に
は
想
よ
り
も
言
葉
の
あ
や
を
生
命
と
し
た
だ
け
の
歌
が
あ
る
。
こ
れ
を
矯
正
し
よ

う
と
思
っ
て
、

一
筋
に
す
ぐ
や
か
に
と
育
つ
池
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
大
に
吾
人
の
心
を
得
た
罫
で
あ
る
。
訳
に
詠

歌
法
に
就
て

『
心
●
姿
相
具
す
る
こ
と
か
た
く
ば
、
ま
つ
心
を
取
る
べ
し
。
終
に
心
深
か
ら
す

ば
姿
を

い
た
は

る

べ

し
・)
そ
の
姿
と
い
ふ
は
、
う
ち
ぎ
き
漕
げ
に
、
故
あ
り
て
歌
と
聞
え
若
し
は
珍
し
く
添

へ
な
ど
し
た
る
な
り
。
共
に

得
す
な
妙
な
ば
、
古
の
人
多
く
本
に
歌
枕
を
置
き
て
末
に
思
ふ
心
を
あ
ら
は
す
。』
と
述
べ
て
詠
む
人
が
そ
の
狙
ひ
所

部
ち
着
目
す
べ
き
瓢
を
明
か
に
し
て
あ
る
。
大
艘
論
な
が
ら
も
正
鵠
を
得
て
み
る
。
次
に
規
範

と
す
べ
き
例
歌
と
し

て
、
伊
勢
物
語
に
載
っ
て
み
る

『
風
ふ
け
ば
沖
つ
白
波
立
田
山
』
の
歌
以
下
九
首
の
詠
を
學
げ

て
る
る
。
初
學

に
は

範
を
乗
る
る
こ
と
は
大
に
必
要
で
あ
る
。
次
に
歌
の
病
に
就
て
同
心
病
は
去
る
べ
し
と
い
ひ
、
叉
初
40
二
句
の
末
に

同
字
あ
る
も
の
と
、
第

一
句
第
三
句
の
末
に
同
字
が
あ
る
の
を
嫌
ふ
と
云
っ
て
み
る
。
こ
れ

は
文
鏡
秘
府
論
に
い
っ

て
み
る
上
尾
と
鶴
膝
と
に
當
っ
て
み
る
。
こ
ω
他
本
歌
取
の
こ
と
旋
頭
歌
の
こ
と
に
も
言
及
し
て
る
。

　

和
歌
九
品
と
い
ふ
の
は
浄
土
の
九
品
に
象
っ
て
古
今
の
名
歌
を
選
び
て
、
上
品
上
よ
り
下
品
下
に
至
る
九
等
に
配

し
て
、
毎
品
の
主
と
す
る
所
を
極
簡
単
に
示
し
て
み
る
。

　
　
　

ほ
の
み
＼

と
　
あ
か
し
の
浦
の
　
朝
霧
に
　
島
が
く
れ
ゆ
く
　
舟
を
し
そ
お
も
ふ

　
　
　
　

第
五

藤
原
公
任
の
歌
學

附

道
演
ミ
能
因

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

毛



　
　
　
　

大

目

本

歌

學

史

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
昌(

　
　
　
容
た
っ
と
い
ふ
ば
か
り
に
や
　
み
士
n野
の
　
山
も
か
す
み
て
　
け
ふ
は
見
ゆ
ら
む

の
二
首
が
上
品
上
で
、
こ
れ
は
詞
が
妙
に
蝕
情
が
あ
る
歌
と
し
て
み
る
。
叉
三
十
六
歌
仙
の
如

き
も
公
任
が
定
め
て

以
來
、
後
世
い
く
つ
か
の
三
十
六
歌
仙
が
出
來
τ
來
た
。
朗
詠
集
の
如
き
、
當
時
の
人
が
謡
っ
た
の
を
集
め
弛
か
、

或
は
謡
ふ
に
都
合
の
よ
い
の
を
公
任
が
…選
り
ぬ
い
て
皆
に
謡
は
せ
た
か
判
断
を
要
す
る
所
で
あ
る
が
、
兎
に
角
後
の

人
で
こ
れ
に
倣
っ
て
朗
詠
集
を
編
ん
だ
人
が
あ
る
の
で
も
、
そ
の
勢
力
は
推
し
量
ら
れ
る
。
深
窓
秘
抄
は
古
今
の
秀

歌
を
四
季
鹸
雑
に
部
立
し
て
百
首
あ
ま
の
集
め
た
も
の
で
、
萬
葉
集
時
代
で
は
入
唐
の
歌
六
首

、
古
今
で
は
貫
之
八

首
、
伊
勢
が
五
首
、
後
撰
集
時
代
の
人
で
は
李
兼
盛
が
七
首
入
っ
て
み
る
.、
作
者
は
五
十
二
人
外
に
無
名
の
作
が
あ

る
。
定
家
の
百
人

一
首
に
は
こ
れ
の
歌
を
と
っ
た
も
の
が
少
く
な
い
Q
こ
の
他
拾
遺
抄
で
も
金
玉
集
で
も
前
+
五
番

歌
合
で
も
世
に
も
て
は
や
さ
れ
た
。
歌
枕
は
存
在
し
な
い
が
髄
礪
に
附
厨
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
古
今
序
註
な
ど
も

そ
の
断
片
が
顯
昭
の
序
註
に
引
用
さ
れ
て
あ
る
ば
か
り
で
、
全
部
な
い
の
は
惜
し
い
も
の
で
あ

る
o
今
日
か
ら
見
る

と
讃
め
過
ぎ
た
憩
が
あ
る
が
、
八
雲
御
抄
に

『公
任
卿
、
寛
和
の
頃
よ
り
天
下
無
双
の
歌
人
と
て
既
に
二
百
餓
歳
を

繹
た
り
。
在
世
の
時
は
云
ふ
に
及
ば
す
、
経
信
俊
頼
以
下
近
く
も
後
頼
在
世
ま
で
は
室
の
月
日
の
如
く
仰
ぐ
。
』
と
記

さ
れ
て
あ
る
の
は
當
時
の
專
實
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
随
っ
て
公
任
の
批
評
が
歌
人
の
生
殺
の
模
を
も
つ
τ
み
た
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
Q



亀

、

　
公
任
の
敏
を
受
け
た
源
道
濟
は
文
章
生
か
ら
身
を
起
し
、
筑
前
守
鍍
太
宰
歩
武
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
で
、
必
時
和
歌

四
天
王
の

一
人
と
爾
せ
ら
れ
、
藤
原
長
能
と
歌
名
を
競
っ
て
み
た
。
こ
の
人
の
和
歌
十
罷
と
い
ふ
も
の
が
典
儀
抄
に

載
っ
て
み
る
。
和
歌
十
燈
は
こ
れ
よ
り
以
前
に
、
壬
生
忠
零
が
定
め
た
と
い
ふ
こ
と
が
和
歌
見
在
番
目
録
な
ど
に
見
、

え
て
み
る
が
、
そ
れ
は
今
は
傳
っ
て
み
な
い
。
道
濟
の
は
次
の

　
　
　
、.

　 十 九 八 七 六 五 四 三 ニ 一一
　 ヤ 　　 ぬ 　　 もコ　 も 　　 ぬ 　　 も 　　 も 　　 カ 　　 ぬ 　　 ち

第 爾 花 虻 器 高 慮 蝕 直 利聖 古
五

　
罷

　
妙

　
情

　
思

　
情

　
量

　
興

　
燈

　
方

藤
原
公
任
の
歌
學
し附

道
濟
と
龍
田

隼

莞

当

帰　
-　　、寺



　
　
　
　

・大

日

本
・
歌

學

炭
　
　̀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き

で
あ
る
。
奥
義
抄
に
引
い
て
み
る
虚
に
よ
れ
ば
、
各
盟
に
例
歌

二
首
つ
つ
を
載
せ
て
み
る
。
赤
人
の

『
和
歌
の
浦
』

の
歌
は
音
盤
で
、
『
さ
ざ
れ
石
の
巖
と
な
り
て
』
の
歌
が
神
妙
で
、敏
行
の

『
風
の
音
に
ぞ
驚
か
れ
ぬ
る
』
の
歌
が
血

盟
の
例
に
學
つ
τ
み
る
。
十
禮
と
い
ふ
こ
と
は
橿
融
の
新
定
時
格
司
塞
圖
の
二
十
四
詩
温
な
ど
か
ら
思
ひ
付
い
た
も

の
で
あ
ら
う
。
固
よ
り
そ
の
名
目
は
彼
我
合
澄
し
て
み
な
い
が
、
裾
氏
の
蔵
置
躰
・情
理
躰
・
形
似
躰
・
蓄
花
躰
・
映
帯

躰
な
ど
が
道
濟
の
直
照
●
蝕
情
。
比
興
。
花
籠
・
両
方
の
諸
燈
に
匹
敵
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
長
恨
歌
を
題
と
し
て
十

首
の
歌
を
友
と
詠
み
か
は
し
た
程
の
人
で
漢
學

に
長
じ
て
み
た
か
ら
、
支
那
の
詩
學
を
見
た
月
で
斯
う
い
ふ
風
に
定

め
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
別
に
各
罷
の
説
明
が
な
い
か
ら
、
委
し
い
批
評
を
下
す
課
に
は
ゆ
か
ぬ
。

　
序
に
能
因
法
師
の
こ
と
を
附
け
加

へ
て
置
く
。
能
因
は
長
能
に
學
び
出
藍
の
答
が
あ
っ
た
歌
人
で
、
秀
歌
を
詠
む

に
は

『
す
き
九
ま

へ
』

と
い
ふ
こ
と
を

モ
ッ
ト
ー
と
し
τ
勧
め
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
歌
學
書
と
し
て
は
歌
枕
・

題
抄
各

N
春
を
著
し
た
が
、
題
抄
は
供
し
て
傳
ら
な
い
。
歌
枕
も
現
存
の
も
の
は
ど
う
か
と
思
ふ
が
、
河
海
抄
に
引

用
し

た

と

こ

ろ
に
合
っ
て
み
る
と
夙
く
作
信
友
な
ど
も
云
っ
て
み
る
。
こ
の
歌
枕
に
は
和
歌

に
詠
み
入
れ
る
名
所

と
か
、
枕
詞
と
か
、
物
の
異
名
な
ど
も
載
せ
て
あ
る
。
つ
ま
り
詠
歌
の
参
考
書
で
あ
る
。
當
時
幾
多
の
歌
人
の
懐
に

さ
れ
牝
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
頃
物
の
異
名
と
い
ふ
こ
と
も
漸
次
多
く
な
つ
弛
や
う
だ
。
躬
垣

の
作
だ
と
傳

へ
ら
れ

弛
秘
藏
抄
三
巻
も
異
名
を
詠
ん
だ
歌
を
集
め
て
あ
る
が
、
能
因
の
歌
枕
な
ど
よ
り
後
に
出
来
た
も
の
だ
。
八
雲
御
抄



に
は
こ
の
歌
枕
を
五
家
髄
臓
の

一
と
し
て
學
げ
て
る
る
。
併
し
こ
れ
ら
は
歌
墨
書
ど
し
て
は
重
要
の
地
位
を
占
め
る

も
の
で
は
な
い
。等

六

六

條

源

。
家

　
鼓
に
六
條
源
家
と

い
ふ
の
は
敦
實
親
王
の
二
男
左
大
臣
重
信
公
か
ら
起

つ
た
家
筋
を
指
す

の
で
あ
る
。
そ
の
孫
に

大
納
言
軽
信
卿

(承
徳
元
年
太
宰
府
で
蕩
去
、
年
八
十
二
)
と
い
ふ
人
が
あ
っ
た
。
孟
母
の
や
う
に
教
育
に
熱
心
で

そ
の
上
和
歌
の
天
才
が
あ
っ
弛
母
の
感
化
を
受
け
、
才
學
共
に
秀
で
て
、
い
ろ
い
ろ
の
技
藝

に
も
通
じ
て
み
た
が
、

と
り
わ
け
歌
と
琵
琶
と
に
堪
能
で
、
琵
琶
は
桂
流
の
組
、
歌
は
當
世
第

】
と
呼
ば
れ
て
み
た
。
後
鳥
羽
院
御
口
傳
に

{。近
き
世
の
上
手
の
中
に
大
納
言
維
信
こ
と
に
た
け
あ
り
、
美
し
く
し
か
も
心
た
く
み
に
見
ゆ
。』
と
評
せ
ら
れ
た
程

の
人
で
あ
る
。
公
任
以
後
勅
選
集
の
選
者
に
は
こ
の
入
が
當
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
中
納
言
藤
原
通
俊
が
白
河
法

皇

の
寵
を
特
み
て
、
自
分
が
…選
者
に
な
っ
て
、
後
拾
遺
集

(
態
態
三
年
)
を
還
し
た
。
當
暗

い
ろ
ノ
、
と
其
不
備
の

貼
を
辮
難
ず
る
も
の
が
あ
っ
喪
。
軽
信
は
選
者
に
謝
し
て
質
問
を
試
み
た
り
し
て
、
頓
て
そ

の
中
の
歌
八
十
三
首
を

拙
き
拙
し
τ
批
評
を
加

へ
た
。
之
が
難
後
拾
遺
抄
と
い
っ
て
、
歌
道
に
於
け
る
辮
難
書
の
最
初

の
も
ω
で
あ
る
・
概

　
　
　
　

鱈用山ハ　
山ハ　
條
　
　源
　
　家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
話
一



　
　
　
　

大

日

本

歌

學

史

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
.
　

コ
昌
・

括
し
た
論
が
な
い
か
ら
、

一
寸
そ
の
要
を
撮
る
繹
に
ゆ
か
な
い
が
、
條
項
を
立
て
・
見
る
と
、

　
　

一
.
作
者
が
間
違
っ
て
み
る
の
が
あ
る
で
は
無
い
か
。
(郭
公
い
つ
れ
の
里
も
同
じ
卯
の
花

の
歌
)

　
　

二
、
作
者
の
原
作
を
改
悪
し
て
み
な
い
か
。
(大
江
嘉
言
の
梅
が
香
を
夜
半
の
嵐
の
吹
た
め
て
の
歌
)

　
　

三
、
古
人
の
作
を
剰
籍
し
た
り
又
は
模
倣
し
た
歌
が
交
つ
τ
み
る
で
は
な
い
か
。
(藤
原
節
信
の
八
重
の
汐

路

　
　
　

に
お
く
網
の
歌
、
藤
原
異
能
の
瓦
屋
の
下
た
く
煙
の
歌
の
類
)

　
　
四
、
修
飾
も
な
い
亭
言
か
ら
成
っ
た
作
が
多

い
。
(懐
壽
僧
都
の
王
昭
君
を
よ
め
る
歌
の
類
)

　
　

五
、
語
呂
の
悪
い
も
の
が
あ
る
。
(板
間
あ
ら
み
の
歌
)
(人
は
皆
子
の
日
の
松
を
引
き
に
ゆ
く
の
類
)

　
　

六
、
表
出
が
不
確
實
で
、意
味
が

は
っ
き
り
し
な
く
て
、ど
ち
ら
に
も
と
れ
る
歌
が
多
い
。

　
　
　

こ
の
中
に
は
人
物
の
動
作
が

い
つ
れ
の
事
を

い
っ
て
み
る
か
分
ら
な
い
も
の

(齋
宮
女
御

の
か
く
れ
沼
に
生

　
　
　

ふ
る
菖
蒲
の
歌
の
類
よ
ん
だ
場
所
が
利
き
り
し
な
い
も
の
。
(鶯
の
初
昔
き

・
つ
と
の
歌

の
類
)
時
節
が

あ

　
　
　

は
な
い
も
の
o
(森
た
ち
て
ふ
る
白
雪
を
の
歌
の
類
)
が
あ
る
。

　

斯
う
い
ふ
や
う
な
事
を
論
じ
て
み
る
。
特
に
表
現
の
割
き
り
し
な
い
鮎
を
一駁
し
た
類
が
甚
だ
多

い
o
そ
の
中
に
青

紫
に
中
っ
た
の
も
あ
る
し
、
叉
無
理
に
難
癖
を
付
け
た
の
も
少
し
は
交
っ
て
み
る
、
て
に
は
の
名
稔
は
ま
だ
起
ら
な

い
が
、
そ
の
細
か
し
い
用
法
を
論
い
て
あ
る
所
が
あ
る
。
叉
云
々
の
詞
は
歌
に
詠
む
べ
き
詞
で

な
い
と
い
ふ
や
う
な



脱
毛
見
え
る
。
用
語
読
、撮
詞
詮
の
胚
芽
は
既
に
存
し
て
み
る
。
そ
の
他
歌
合
の
判
の
條
に
述
べ
た
同
心
病
や
揮
忌
の

類
に
閲
し
た
、い
と
も
あ
る
。要
す
る
に
こ
の
書
に
よ
っ
て
軽
信
の
所
考
を
察
す
る
と
、
作
家
が
言
は
う
と
す
る
思
想
感

情
と
表
現
と
の
關
係
に
重
き
を
置

い
て
、
随
分
細
か
い
と
こ
ろ
に
ま
で
突
込
み
、
斯
う
言
っ
た
な
ら
ば
情
が

】
層
優

に
な
る
と
か
、
語
勢
は
す
べ
ら
か
な
の
が
善

い
と
か
、
た
f
言
は
よ
く
な
い
、
古
人
の
い
っ
た
こ
と
で
も
表
出
の
如

何
に
よ
っ
て
は
採
用
し
て
も
差
支
が
な
い
と
い
ふ
や
う
な
見
識
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
後
拾
遺

の
…選
者
の
通
俊
が
軽
信

の
質
問
に
劃
し
て
答

へ
た

一
書
が
あ
っ
て
、
そ
の
名
を
後
拾
遺
問
答
と
い
つ
弛
と
い
ふ
こ
と
が

袋
草
子
や
玉
葉
な
ど

に
見
え
τ
み
る
が
、
そ
の
書
は
夙
く
快
し
て
傳
ら
な
い
。
こ
の
家
筋
に
は
随
分
歌
人
が
少
く
な

い
。
次
に
略
系
圃
を

繋
げ
て
見
や
う
。
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學
史

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
茜

　
中
で
も
父
鰹
信
の
後
を
受
け
τ
斯
壇
に
傑
出
し
牝
の
は
後
頼
で
あ
る
。
そ
の
生
残
の
年
時
は
分
ら
な
い
が
、堀
河
・

鳥
朋
・崇
徳
三
朝
に
事
へ
、
木
工
権
頭
左
京
太
夫
な
ど
に
な
っ
た
。
趣
味
の
豊
富
な
人
で
筆
築

の
名
手
、
入
木
道
の
達

人
,
と
り
わ
け
歌
は
命
世
の
天
才
で
あ
っ
た
。
藤
原
顯
季
か
始
め
て
入
唐
供
養
を
行
ひ
、

一
時

の
名
流
が
集
ま
っ
て

来
た
時
、
王
入
が
後
頼
に
向
っ
て
卿
は
常
世
の
宗
匠
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
そ
初
獄
を
.奨
め
て
下
さ
い
と
言
っ
た
の
で

も
、
こ
の
人
の
位
置
が
推
想
さ
れ
る
。
天
治
の
初
め
頃
に
策
五
番
目
の
勅
選
で
あ
る
金
葉
集
を
選
ん
だ
。
金
葉
集
に

は
大
分
新
ら
し

い
歌
が
多
い
。

一
鰹
俊
穎
の
父
の
軽
信
は
古
禮
の
歌
も
よ
く
詠
ん
だ
が
、
又
新

し
い
風
も
好
ん
で
面

白

い
風
景
の
歌
な
ど
を
遺
し
た
。
百
人

一
首

に
載
っ
て
み
る

『芦
の
丸
屋
に
秋
風
ぞ
吹
く
』
の
歌
で
も

『
引
板
は

へ

て
も
る
し
め
な
は
の
た
わ
む
ま
で
」
の
歌
で
も
、
『
風
さ
え
て
浮
寝
の
床
』

の
歌
で
も
景
致
が
眼
前
に
浮
ん
で
來
る
。

俊
穎
も
そ
の
後
を
受
け
、
吏

に
革
新
家
の
曾
丹
後
の
風
を
庶
幾
し
、
新
奮
二
膿
を
巧
に
よ
ん
だ
。
勅
選
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
家
集
と
は
趣
を
異
に
し
τ
み
る
け
れ
ど
も
、

一
派
の
人
に
は
大
に
攣
っ
て
見
え
た
の
で

あ
ら
う
。
源
顯
仲
は

大
治
元
年
良
玉
薬
を
著
し
て
こ
れ
を
難
じ
た
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
書

は
供
し
て
傳
ら
な
い
。

　
俊
穎
が
嘗
て
南
陽
院

の
爲
に
和
歌
を
詠
む
べ
き
心
得
を
記
し
て
奉
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
今
鏡

に
も
載
っ
て
み
る
。

俊
穎

口
博
文
は
俊
秘
抄
と
い
ふ
も
の
は
そ
の
稿
本
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
嚢
端
に
大
和
み
こ
と
の
歌
は
我
が
蜻
艇
島
の
た
は
ぶ
れ
遊
び
な
れ
ば
云
々
と
あ
る
の
は
文
學
を
遊
技
と
同
様



に
考

へ
τ
み
た
の
で
あ
ら
う
か
c
然
ら
ば
そ
れ
は
大
な
る
謬
見
で
あ
る
。
次
に
歌
の
携
歩
す
る
と
否
と
は
憎
の
あ
る

と
な
い
と
に
依
る
と
説

い
て
み
る
。
こ
れ
は
至
言
で
あ
る
。
氏
は
歌
盟
を
分
ち
て
長
歌
・
短
歌
・旋
頭
歌
・
混
本
歌
・
折

句
の沓
冠
・
回
文
・俳
謡
歌
・
渾
歌

・
隠
題
の
十
と
な
し
て
み
る
。
長
短
歌
の
名
稔
は
古
今
集

に
引
か

れ

て
韓

倒
し
て

み
る
。
旋
頭
歌
は
三
十

一
文
字
に
五
字
或
は
七
字
の

一
句
の
加
は
つ
九
も
の
、
混
本
歌
は
三
十

一
文
字

の
歌
よ
り

一

句
少
い
歌
で
あ
る
乏
説
い
て
あ
る
Q
混
本
歌
と
い
ふ
も
の
が
、
あ
っ
た
の
か
無
か
っ
た
の
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
當
時
は
か
う
云
ふ
考
は
認
め
ら
れ
て
み
た
も
の
と
見
え
る
。
叉
旋
頭
歌

の
如
き
も
そ
の
形
式
が
昔
と
愛
っ

て
み
る
Q
こ
の
外
別
に
性
質
に
よ
り
て
歌
を
二
十
類
に
分
け
て
あ
る
Q
そ
の
名
目
は
、
ひ
と

へ
に
優
な
る
歌
、
け
だ

か
く
面
白
き
歌
、
よ
き
節
に
優
な
る
心
詞
其
へ
た
る
歌
、
心
を
先
と
し
て
詞
を
求
め
ざ
る
歌
、
よ
き
歌
に
こ
は
き
詞

あ
る
歌
、
風
情
あ
ま
り
過
ぎ
た
る
や
う
な
る
歌
、
等
で
あ
る
o
こ
れ
は
唐
の
齊
巳
が
風
騒
旨
格
に
見
え
た
詩
の
こ
十

式
や
司
本
圃
の
二
十
四
詩
品
な
ど
か
ら
暗
示
を
得

た

も

の
で
は
無
か
ら
う
か
。
併
し
そ
の
分
類
の
名
稻
な
ど
か
ら

考

へ
て
見
る
と
、
支
那
風
か
ら
離
れ
て
御
國
風
に
な
っ
て
来
た
や
う
な
傾
向
が
多

い
。
叉
作
歌

の
標
準
に
就
て
は
新

撰
髄
脳
の
説
に
基

い
て
、
『歌
の
善
き
と
い
ふ
は
心
を
先
と
し
て
、
珍
し
き
節
を
求
め
、
詞
を

か
ざ
り
詠
む
べ
き
.な

り
。
心
あ
れ
ど
も
詞
飾
ら
ざ
れ
ば
歌
お
も
て
め
で
た
し
と
も
聞
え
す
。
詞
飾
り
た
れ
ど
も
さ
せ
る
笛
な
け
れ
ば
よ
し

と
も
聞
え
す
。
め
で
た
き
節
あ
れ
ど
も
優
な
る
心
詞
具
せ
ね
ば
ま
た
悪
し
。』
と
説
い
て
み
る
。
節
と
い
ふ
の
は
他
に
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轟

獲
っ
て

一
角
め
づ
ら
し
い
趣
向
を
指
し
た
も
の
ら
し
い
。
こ
の
時
代
の
歌
に
は
そ
れ
が
多
い
。

叉
題
詠
の
心
得
に
就

て
は
、
『歌
よ
ま

む
に
は
よ
く
題
を
心
得
べ
き
な
り
。
題
の
文
字
に
三
文
字
四
文
字
若
く
ば
五
文
字

あ
る
題
も
あ
る

を
、
必
ず
詠
む
べ
き
字
必
す
し
も
詠
む
べ
か
ら
ざ
る
文
字
、ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
、
さ
さ

へ
て
詠
む
字
あ
る

を
よ
く
心
得

べ
き
な
り
。
心
を
廻
し
て
詠
む
べ
き
文
字
あ
る
を
あ
ら
は
に
詠
み
た
る
も
悪
し
、
た
だ
あ
ら
は
に
詠
む

べ
き
文
字
を
回
し
て
詠
み
た
る
も
砕
け
て
悪
く
聞
ゆ
と
そ
。』
と
古
人
の
詮
を
引
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
誰
の
読
で
あ
る

か
出
所
が
明
か
で
な
い
が
、
公
任
以
後
の
相
當
斯
道
に
ゆ
る
さ
れ
他
人
の
設
で
あ
ら
う
。
後
頼

は
次
に
比
喩
法
に
関

し
て
、

　
　

『歌
に
は
似
せ
物
と

い
ふ
こ
と
あ
り
。
山
櫻
を
ば
白
雲
に
よ
せ
、
散
る
花
を
ば
雪
に
た
ぐ

へ
、
梅
の
花
を
ば
妹

　
　
が
衣
に
よ
せ
、
卯
の
花
を
ば
籠
の
島
の
波
か
と
疑
ひ
、
紅
葉
を
ば
錦
に
比
べ
、
草
叢
の
露
と
お
ぼ
め
き
云
々
な

　
　
ど
す
る
は
四
方
山
の
ふ
る
こ
と
な
れ
ば
、
今
め
か
し
き
さ
ま
に
よ
み
な
す

べ
き
や
う
も
な
け
れ
ば
い
か
が
す
べ

　
　
き
』
と
い
っ
て
み
る
。

　
嵌
新
を
庶
幾
し
て
み
た
俊
穎
も
、

一
面
に
は
斯
く
古
人
の
跡
を
踏
襲
し
た
所
も
あ
る
。
歌
の
病
犯
に
關
し
て
は
む

し
ろ
寛
大
の
考
を
懐
い
て
み
た
。
こ
の
書
に
は
以
上
の
外
は
和
歌
の
訓
繹
に
閲
す
る
こ
と
が
多

い
。

　
古
語
深
秘
抄
の
中
に
莫
傳
抄
と
い
ふ

一
班
が
あ
る
ゆ
草
木
生
類
の
異
名
を
四
季
雑
に
分
け
、
終

に
月
の
異
名
を
學



●

げ
、
讃
歌
を
載
せ
て
あ
る
o
そ
し
て
こ
れ
も
俊
頼
の
作
と
し
て
あ
る
が
、
確
か
で
な
い
。
後
頼

は
新
し
き
歌
の
天
地

を
開
か
う
と
志
し
て
、
古
言
俗
談
何
で
も
意
に
と
め
て
、
思
想
と
用
語
と
を
豊
富
に
し
ょ
う
と
考

へ
、
郭
公
を
時
つ

鳥
だ
の
、
く
き
ら
だ
の
と
詠
ん
だ
り
す
る
く
ら
み
で
あ
っ
た
か
ら
、
多
少
異
名
を
自
作
も
し
、
ま
た
集
め
た
か
と
も

考

へ
ら
れ
る
が
、
併
し
莫
傅
抄
は
恐
ら
く
は
後
人
の
作
で
あ
ら
う
。

　
後
頼
と
同
時
に
歌
舞
に
そ
の
名
を
揚
げ
て
み
た
の
は
藤
原
基
俊
で
あ
っ
た
、
後
頼
と
相
競
っ
て
み
た
こ
と
は
鴨
長

名
の
無
名
抄
な
ど
に
見
え
て
み
る
。
元
永
元
年
内
大
臣

(忠
通
)
家
の
歌
合
に
俊
頼
基
俊
爾
人
が
判
を
し
た
。
そ
の

朝
講
を
み
τ
も
新
鶴
二
傾
向
が
多
少
認
め
ら
れ
ろ
や
う
に
思
ふ
。
歌
は
後
頼
が
優
り
、
歌
學
は
基
俊
が
勝
れ
て
ゐ
旗

と
の
評
は
的
を
外
れ
て
み
な
い
や
う
だ
。

　
若
狭
阿
闇
梨
と

い
へ
ば
、
後
拾
遺
集
の
撰
者
藤
原
通
俊
の
兄
通
宗
朝
臣
の
子
で
あ
る
。
隆
源
ロ
傳
と
い
ふ

】
書
を

遺
し
九
。
こ
れ
は
萬
葉
か
ら
後
拾
遺
ま
で
の
歌
を
抽
出
し
語
の
意
義
な
ど
を
考
讃
し
た
も
の
で
あ
る
ρ
輕
信
が
通
俊

の
撰
を
も
ど

い
た
り
、
陸
掘
が
俊
穎
の
判
を
非
議
し
た
り
す
る
。
家
と
家
と
の
軋
礫
と
い
ふ
こ
と
は
無
か
っ
た
で
あ

ら
う
か
、
そ
の
關
係
は
面
白
い
。

　
俊
頼
ω
子
は
替
歌
を
詠
ん
だ
が
、
中
で
も
綾
恵
は
名
高
い
歌
人
で
、
歌
林
苑
を
管

み
同
人
を
會
し
て
、
頻
に
歌
を

詠

ん
だ
吻
歌
學
を
敏

へ
な
ど
し
た
。

歌̀
苑
抄
を
著
し
喪
。
鴨
長
明
は
そ
の
敏
を
受
け
た

】
入
で
あ
る
。
俊
慧
の
読
は
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大

日

本

歌

學

史

、

無
名
抄
を
通
じ
て
窺
ふ
こ
と
が
出
來
る
。

糞

ら

第
七
　
藤
原
基
俊
及
そ
の
前
後
の
歌
畢

藤
原
養

笑

薯

大
農

鶴

薫

製

開
白
の
曾
孫
で
あ
る
・
性
覆

窮

か
ら
才
暑

蒙

あ
ま
り
人

好
き
が
し
な
か
っ
た
爲
か
、
或
は
何
か
失
敗
の
あ
っ
た
爲
か
、
そ
の
兄
弟
は
皆
昇
進
し
て
み
る
の
に
、ひ
と
り
從
五
位

下
左
衛
門
佐
で
終

っ
た
。
焼
目
抄
に

『
一
度
の
餐
あ
れ
ば
と
て
重
き
罪
を
行
ふ
こ
と
よ
く
慮
り
あ
る
べ
し
。
麟
麟
と

い
ふ
賢
き
獣
も
自
ら

一
領
の
誤
な
き
に
あ
ら
す
』
云

々
の
交
が
あ
る
。
麟
麟
は
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
或
は
そ
の
擁

遇
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
あ
っ
九
の
か
知
ら
ぬ
。
博
覧
に
し
て
萬
葉
訓
黙
考

の

一
人
で
あ
る
。
學
商

の
系
統
は
公
任

を
引
い
て
み
る
。
焼
目
抄
・
三
十
六
歌
仙
。
新
撰
朗
詠
等

の
著
。か
あ
る
。
現
存
の
焼
目
抄
は
可
な
り
整
っ
た
歌
學
書
で

あ
る
、
尤
も
仁
安
の
和
歌
現
在
書
目
録
に
は
抄
集
家
の
部
に
税
目
抄
を
入
れ
て
あ
る
。
抄
集
家
と

い
ふ
の
は
古
歌
を

抄
出
し
た
集
て
歌
D・學
書
類
で
は
な
い
ら
し
い
。
し
τ
見
る
と
今
の
焼
目
抄
は
少
し
怪
し
く
な
っ
て
く
な
。
三
篠
西
三

光
院
も
焼
目
抄
は
用
捨
あ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
は
れ
た
と
烏
丸
光
廣
卿
の
耳
底
記
に
見
え
て
み
る
ゆ
故
藤
岡
博
士
や

佐

々
木
博
士
な
ど
既
に
儒
書
読
を
立
て
ら
れ
た
。
今
こ
の
書
と
關
繋
が
あ
る
と
見
え
る
俊
秘
抄
八
雲
御
抄
俊
成
の
日



害
歌
合
の
判
詞
十
訓
抄
簸
川
上
な
ど
と
そ
の
内
容
を
封
比
し
て
愚
見
を
加

へ
て
見
る
。
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　

む　む　
む　
む　
む　
む　
む

　

一
、
　
俊
秘
抄
と
の
類
似
　
歌
の
標
準
に
關
し
て
、
心
深
く
姿
清
げ
に
云
々
と
公
任
の
説
を
引

い
た
る
の
は
可
い
と

　
　
し
、
題
詠
に
閲
し
、
『
必
詠
む
べ
き
文
字
、詠
む
べ
か
ら
ざ
る
文
字
』
云

々
の
文
字
は
俊
秘
抄
と
全
く
同

一
の
文

　
　
で
あ
る
。
便
秘
抄
の
も
古
入
が
い
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
よ
り
前
に
罷
れ
か
の
髄
磯
が
あ
っ
た
の
を
両
方
が

　
　
引
い
た
と
見
れ
ば
差
支
は
な
い
が
、
疑

へ
ば
疑

へ
る
の
で
あ
る
o
更
に

『
結
題
を
ば

】
句

に
は
こ
め
詠
む
べ
か

　
　
ら
す
』
と
あ
る
下
に
、
心
と
ふ
し
と
詞
と
の
關
係
を
述
べ
て
あ
る
と
こ
ろ
は
全
く
便
秘
抄
と
同
じ
文
で
あ
る
。

　
　
同
時
に
対
抗
し
て
み
た
人
の
著
を
さ
な
が
ら
取
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
〇

一
方
が
正
し
け
れ
ば
他
ガ
は
そ
れ
を
と

　
　
つ
弛
も
の
と
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
Q

　
　
　
　
　　　
　　　　　　む　　つ　　　ワ　
　　　む　　　　　　り　
　

　
二
㍉
　
日
吉
歌
合
の
刺
詞
と
の
關
繋

公
任
卿
抄
云
大
方
歌
は
云
々

『
よ
き
歌
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
そ
の
詞
・
姿
の
外

　
　
に
景
気
の
添
ひ
た
る
さ
ま
の
あ
る
に
や
』
云
々
と
い
へ
る
あ
た
り
は
、
新
撰
髄
磯
に
は
な

い
。
八
雲
御
砂
谷
六

　
　
を
見
る
と
同
文
が
あ
っ
て
俊
成
の
か
け
る
も
の
に
曰
く
と
あ
る
。
こ
れ
は
日
吉
歌
合
の
刹
詞
に
見
え
て
み
る
の

　
　
を
八
雲
御
抄
に
と
ら
れ
た
と
見
え
る
。
俊
成
は
基
俊
の
敏
を
受
け
た
が
、
文
章
そ
っ
く
り
を
歌
合
の
判
に
用
ふ

　
　
る
と

い
ふ
の
は
を
か
し
い
。
或
は
後
人
が
俊
成
の
説
を
と
っ
て
、
古

い
時
代
の
も
の
と
す

る
爲
に
、
公
任
卿
云

　
　
々
と
し
弛
も
の
と
考

へ
る
方
が
正
し
い
か
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　

.第
七
　
藤
原
基
俊
及
そ
の
前
後
の
歌
學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
莞

轡



　
　
　

大
,
日

本

歌

學

臭

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
窪

.

　
　

む　
む　
む　
む　
む　
む　
む

三
、　

十
訓
抄
と
の
關
繋
　
野
宮
歌
合
の
判
の
中
に

『俊
頼
は
+
徳
な
か
ら
ん
人
判
者
に
能
は
す
ど
ぞ
申
さ

れ

け

　
る
。』
云
々
、源
中
納
言
國
信
家
の
歌
合
に
俊
穎
の
判
者
た
り
し
を
、㍉
人
々
多
く
お
こ
つ
き
さ

ま
ゐ
＼
の
こ
と
も

　
か
き
つ
け
た
り
』
と
あ
る
交
を
十
訓
抄
に
比
べ
て
み
る
と
、
人
人
多
く
と
あ
る
所
が
、
十
訓
抄
に
は
若
狭
阿
閣

　
梨
陸
海
、
左
衛
門
佐
基
俊

お
こ
つ
き
云
々
と
あ
る
。
十
訓
抄
を
そ
の
ま
ま
引
い
τ
は
不
都
合
で
あ
る
か
ら
人
々

　
と
改
め
弛
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
と
も
十
訓
抄
の
方
が
人
々
と
あ
る
の
を
委
し
く
書

い
た
も
の
か
。

　
　

パリ　
む　　　　　む　　む　　　　　む　　　り

四
、　
八
雲
御
抄
と
の
關
繋
　
歌
を
詠
ま
ん
と
思
は
f
萬
葉
集
よ
り
始
め
て
三
代
集
を
見
得
て
あ
る
と
こ
ろ
、
文
責

　
歌
を
と
る
こ
と
第

一
の
大
事
な
り
と
い
ふ
條
、
そ
の
他
に
も
八
雲
御
抄
と
同
文
の
と
こ
ろ
が
難
所
も
あ
る
。
併

　

し
八
雲
御
抄
に
は
焼
目
抄
に
と
い
っ
た
所
は

一
ケ
所
も
な
い
。
又
そ
の

}
巻
學
書
の
部
に
は
、
和
歌
現
在
書
目

　
録
と
同
じ
や
う
に
、
税
目
抄
は
妙
薬
に
入
れ
て
あ
っ
て
、
髄
脳
に
入
れ
て
な
い
。
そ
の
當
時
並
に
そ
れ
よ
り
少

　
し
下
つ
弛
頃
に
基
俊
の
ロ
傳
だ
の
髄
磯
だ
の
と
い
ふ
も
の
が
見
え
な
い
所
か
ら
考
へ
る
と
、
前
書
は
八
雲
御
抄

　

か
ら
取
つ
江
も
の
と
見
え
る
。

　
　
　
む　
む　
む　
む　
む　
む　
む

五
、

簸
川
上
と
の
開
墾
　
歌
枕

の
置
き
所
の
こ
と
や
、
老
楓
病
の
こ
と
や
、
本
歌
取
の
方
法
に
關
す
る
こ
と
や
、

　

日
本
紀
・
風
土
記
・楽
府
・朗
詠
な
ど
を
参
考
と
す

べ
き
と
云
っ
て
あ
る
あ
た
り
は
、藤
原
光
俊
の
簸
川
上
と
そ
つ

　

く
り
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
そ
れ
を
改
作
し
た
や
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
併

し
簸
川
上
に
も
こ
ち



h　

ら
か
ら
取
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
ふ
板
な
所
も

一
ヶ
所
あ
る
が
、大
磯
か
ら
見
て
税
目
の
方
が
新
し
い
様
だ
ゆ

　
　
　
　
　　
　　
む　
む　
む　
む

　

六
、　
そ
の
他
の
關
繋
　
假
字
や
休
め
字
や
縁
の
詞
に
閲
す
る
こ
と
は
蘇
り
に
そ
の
説
き
ぶ
り
が
細
か
過

ぎ

る
。

　
　

こ
れ
も
こ
の
時
代
よ
り
も
う
少
し
後
に
出
る
べ
き
詮
か
と
思
は
れ
る
。

　

以
上
の
諸
黙
か
ら
考

へ
て
見
る
と
焼
目
抄
は
假
託
の
書
で
あ
る
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
い
つ
時
分
に
出
来

た
か
と
い
ふ
に
、
鎌
倉
の
宋
か
ら
足
利
の
中
頃
の
聞
か
と
思
は
れ
る
。
正
保
板
本
に
は
…税
目
抄

と
あ
る
が
、
寛

文
本

に
は
更
科
記
と
外
題
し
て
あ
る
。
文
和
歌
心
撰
抄
と
表
題
せ
る
古
唐
本
も
あ
る
。
か
う

い
ふ
名

は
伺
う
し

て
起
つ
お

か
、
宮
内
省
圖
書
寮

の
に
は
、冷
泉
院
家
傳
書
と
外
題
し
た
古
篇
の

一
本
が
あ
る
。
も
し
冷
泉
家

の
も
の
と
す
れ
ば
、

誰
が
作
っ
た
か
。
書
中
に
師
説
に
云
々
と
い
ふ
こ
と
が
多
い
。
こ
と
に
よ
る
と
そ
の
門
人
の
作
か
も
知
れ
な
い
。
冷

泉
門
下
で
優
れ
他
人
は
勝

田

長

漬

か
今
川
貞
世
な
ど
を
推
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
う
い
ふ
武
人
の
仕
業
で
も
あ
る

ま

い
。
或
は
二
條
京
極
両
家
確
執
の
頃

に
出
来
た
も
の
と
見
る
が
正
當
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
よ
く
見
る
と
こ
の
書

中
に
も
趣
く
古
い
所
と
後
に
加
つ
た
部
分
と
書
入
を
挿
入
せ
る
部
分
と
が
あ
る
や
う
だ
。
撮
入
の
部
を
所
々
小
書
に

　
し
た
本
も
あ
る
。
烏
丸
家
の
奮
藏
…税
目
抄
異
本
の
如
き
は
さ
う

い
ふ
部
分
を
映
い
だ
極
め
て
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
古
き
形
の
も
の
か
と
思
は
れ
る
。
基
俊
が
歌
學
に
優
れ
て
み
た
こ
と
は
既
に
定
説
が
あ
り
、
そ
の
家
に
こ
の

異
本
の
如
き
形
の
も
の
が
あ
っ
て
俊
成
な
ど
に
傳
へ
た
が
別
に
題
簸
が
無
か
っ
た
の
を
後
人
が
他
書
を
見
ムn
せ
て
題

　
　
　
　
　
第
七
　
藤
原
基
俊
及
そ
の
前
後
の
歌
學
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医



　
　
　
　

大

日

本

歌

學

典

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

四二

を
入
れ
た
も
の
か
も
知
れ
ぬ
o
樹
後
考
を
埃
つ
。

　
次
に
は
歌
合
の
判
の
中
に
述
べ
て
み
る
基
俊
の
歌
學
説
を
描

い
て
見
る
。
長
承
三
年
中
宮
売
顯
輔
家
歌
合
の
判
の

申
に
、
十
番
の
右

『秋
の
山
峯
の
あ
ら
し
に
雲
は
れ
て
塞
す
み
わ
た
る
有
明
の
月
』
の
歌
に
聞
し
、
『
右
歌
は

一
首
中

帯
三
一亘
清
幽。

】
者
蜂
腰
病
レ之
。
二
者
鶴
膝
病
レ
之
。
和
歌
作
式
准
一一詩
門
病
一立
二八
病
一云
。

一
首
の
中
同
字
三
あ

る
を
蜂
腰
、
同
四
字
あ
る
を
ば
爲
二
鶴
膝
一著
。
今
干
勘
二此
歌
一。
あ
の
字
四
あ
り
。
又
の
の
字

三
あ
り
。

己
犯
二
蜂

腰
鶴
膝
一著
也
此
亘
病
也
。』
云
々
と
い
っ
て
歌
病
の
規
定
を
遵
奉
し
て
み
る
。
大
治
三
年
西
宮
歌
合
に
は
三
番
の
判

に

『歌
合
の
歌
に
は

一
文
字
を
遵
ふ
だ
に
大
な
る
難
に
そ
し
侍
る
。』
と
い
つ
τ
、典
糠
と
い
ふ
こ
と
を
非
常

に
八
釜

し
く
述
べ
て
あ
る
。
同
四
番
の

『
紅
葉
ば
に
日
影
う
つ
ら
ふ
天
の
か
ご
山
』
の
評
に
は

『所

々
に
名
聞
え
た
る
山
共

の
多
か
る
中
に
、
天
の
か
ご
山
ま
で
思
ひ
よ
ら
れ
け
む
も
、
萬
葉
集
な
ど
の
や
う
に
ふ
る
め
か
し
く
そ
畳
え
侍
る
。
』

と
い
っ
て
、
名
所
と
景
物
の

一
致
と
い
ふ
こ
と
を
可
な
り
八
釜
し
く
説

い
て
み
る
。
開
白
内
大
臣
家
歌
合
の
五
番
右

『
風
ふ
き
と
よ
む
宮
城
野
に
ふ
す
る
の
床
も
荒
れ
や
し
ぬ
ら
ん
』
の
判
に
も

『
宮
城
野
に
塾

む
ら
ん
風
こ
そ
い
と

お
ど
ろ
く

し
う
、
山
や
林
の
風
こ
そ
さ
は
吹
き
と
よ
め
、
小
萩
が
上
吹
か
ん
風
は
露
ば
か
り
や
み
だ
れ
侍
ら
ん
。

叉
宮
城
野
は
妻
こ
ふ
る
鹿
こ
そ
住
む
と
知
り
て
侍
る
に
、
臥
猪

の
床
も
聞
き
習
は
す
ぞ
畳
え
侍

る
・し
と
評
し

て

み

る
。
又
上
下
の
句
に
於
て
連
絡
も
な
く
思
想
の
突
如
と
し
て
起
る
の
を
斥
け
て
み
る
。
阿
開

白
家
歌
合
二
番
左
に
、



・「
風
吹
け
ば
上
野
の
尾
花
お
き
ふ
す
を
須
磨

の
浦
波
立
つ
か
と
そ
見
る
」
の
判
に

『
風
吹
け
ば
上
野
の
尾
花
お
き
謁

す
を
な
ど
ま
で
は
柔

い
か
な
る
こ
と
か
あ
ら
ん
す
ら
ん
と
思
ふ
程
に
、
須
磨

ω
浦
波
立
つ
か
と
そ
見
る
と
よ
め
る
.

い
と
思
は
す
な
り
。
卯
の
花
さ
け
る
玉
川
の
里
な
ど
こ
そ
波
の
し
が
ら
み
か

・
る
も
げ
に
と
壁

え
借
れ
。』
云
々
と
い

ふ
や
う
な
類
を
集
め
て
見
る
と
、
歌
合
に
關
す
る
こ
の
人
の
考
は
察
せ
ら
れ
る
。
鴨
長
明
の
無

名
抄
に
琳
賢
が
後
撰

集
の
歌
.二
+
首
を
合
せ
て
、
自
作
の
や
う
に
詐
り
判
を
乞
ふ
た
後
、
こ
れ
を
罵
倒
し
弛
こ
と
が
見
え
て
み
る
。
琳
賢

は
後
頼
の
方
人
で
あ
っ
た
關
繋
も
あ
り
、
歌
合
で
彼
の
作
が
歌

に
な
っ
て
み
な
い
と
基
俊
か
ら
酷
評
を
浴
せ
ら
れ
喪

悔
し
さ
も
加
っ
て
、
い
ろ
ノ
、
と
細
作
を
弄
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
長
明
も
基
俊
の
こ
と
は
事
實
以
上
に
悪
し
ざ
ま

に
い
っ
て
み
る
や
う
だ
o

　
こ
の
他
基
俊
の
著
と
名
を
冠
し
た
二
部
の
歌
學
書
が
あ
る
。

一
つ
は
和
歌
無
底
抄
で
、
他
の

一
つ
は
和
歌
帳
元
秘

抄
で
あ
る
。
無
底
抄
は
延
賓
四
年
に
上
木
し
た
十
春
本
で

一
名
を

一
子
傳
と
も
名
づ
け
、

一
巻
よ
り
四
巻
ま
で
は
四

季
さ
ま
ざ
ま
の
題
を
交
に
綴
っ
て
墨
げ
、
そ
の
よ
み
や
う
を
説

い
て
謎
歌
を
列
ね
、
五
巻
よ
り
七
春
ま
で
は
焼
目
抄

と
同
じ
も
の
を
載
せ
、
八
巻
に
は
和
歌
の
灌
頂
を
、
+
九
の
二
巷
に
は
伊
勢
物
語
極
秘
抄
、
古
今
序
問
答
を
塞
げ
、

末
に
正
安
元
年
の
大
納
言
爲
世
の
起
護
を
麗
々
と
加
へ
て
あ
る
。
こ
の
四
季
の
題
を
詠
む
べ
き

や
う
を
設

い
九
文
は

堀
河
百
首
題
を
基
と
し
て
作
っ
た
も
の
で
、
自
分
の
歌
を
よ
そ
く

し
く
い
っ
て
あ
み
の
は
基
俊
の
作
で
な
い
こ
と

　
　
　
　

第
七

・藤
原
塞
俊
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そ
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前
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歌
學
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大

日

本

歌

學

史
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認

・を
談
ず
る
も
の
で
あ
る
。
清
水
光
房
は
承
安
四
年
以
後

の
も
の
と
和
歌
無
底
抄
考
に
論
じ
て
み
る
。
次
に
後
見
秘
抄

は
凡
河
内
躬
恒
の
作
と
稽
せ
ら
れ
る
秘
藏
抄
と
焼
目
抄
と
を
寄

せ
合
せ
た
も
の
で
、
共
に
基
俊
の
作
で
な
い
。
無
底

抄
は
二
條
家
叉
は
そ
の
流
を
斜
ん
で
み
た
人
の
作
か
も
知
ら
ぬ
。
爲
世
な
ど
も
京
極
家
と
の
軋
櫟

上
偽
作
し
な
い
と

も
測
ら
れ
な
い
o

　
公
任
か
ら
軽
信
、
緯
信
か
ら
後
頼
、
後
頼
よ
り
俊
成
の
頃
に
か
け
て
、
歌
合
は
次
第
々
々
に
盛

に
な
り
、
百
首
詠

も
漸
次
行
は
れ
る
や
う
に
な
っ
て
、
歌
の
巧
拙
を
論
ず
る
に
共
擦
と
い
ふ
こ
ど
を
八
釜
し
く
い
ふ
や
う
に
な
っ
た
o

随

っ
て
古
歌
集
の
研
究
と
い
ふ
こ
と
が
起
る
の
は
當
然
の
事
で
あ
る
。
萬
葉
集
は
天
暦
の
五
年

に
源
順
等
五
人
が
禁

中
の
梨
壼
に
集
ま
っ
て
訓
黙
を
附
け
て
か
ら
、
凡
そ
七
八
+
年
は
そ
の
ま

・
で
あ
っ
た
や
う
で
あ

る
が
、
御
堂
關
白

の
極
盛
時
代
を
経
て
、
院
政
の
始
ま
っ
た
頃
か
ら
復
そ
の
研
究
が
行
は
れ
、
大
江
佐
國
だ
の
、
惟
宗
孝
言
だ
の
、
大

江
匡
房
な
ど
そ
の
他
の
人
々
も
更

に
訓
貼
を
加

へ
る
こ
と
に
拮
据
し
た
。
そ
れ
か
ら
源
國
信
、
藤
原
師
頼
、
藤
原
基

俊
、
藤
原
清
輔
、
顯
昭
な
ど
が
そ
の
事
業
を
続
け
て
い
っ
た
。
天
暦
の
古
殿
と
佐
國
以
下
の
人

々
の
貼
と
の
關
繋
は

分
ら
な
い
が
、
饒
に
こ
れ
が
諌
め
る
や
う
に
な
る
と
、
次
に
は
こ
れ
を
抄
出
し
て
参
考
に
し
た
の
、
叉
こ
れ
を
利
用

す

る
に
便
利
な
形
式
に
改
め
る
こ
と
も
起
っ
て
來
る
。
和
歌
六
人
窯
の
魁
で
あ
っ
匙
藤
原
範
永
は
萬
葉
抄
を
作
つ
牝
。

曳
後
頼
の
先
輩
た
る
藤
原
敦
隆
は
萬
葉
の
全
歌
を
四
季
瀞
天
地
・
山
水
・
草
木
・
人
倫
・慶
賀
・羅
族
等
の
部
門
に
分
類
し


