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一
　
短
歌
の
創
作
ま
で

短
歌
の
形
式
の
固
定
し
た
の
は
、
さ
ま
で
久
し
い
「
万
葉
集
以
前
」
で
は
な

か
つ
た
。
飛
鳥
末
か
ら
藤
原
へ
か
け
て
の
時
代
が
、
実
の
処
此この
古
め
い
た
五

句
、
出
入
り
三
十
音
の
律
語
を
意
識
に
の
ぼ
せ
る
為
の
陣
痛
期
に
な
つ
た
の

で
あ
る
。

囃
し
乱ヲサ
め
の
還
し
文
句
の
「
な
が
め
」
方
が
、
二
聯
半
に
結
著
し
た
の
も
此

頃
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
次
第
に
、
其 
本  

歌 
モ
ト
ウ
タ

な
る
長
篇
に
と
つ
て
替
る
歩

み
が
目
だ
つ
て
来
た
。
記
・
紀
、
殊
に
日
本
紀
、
並
び
に
万
葉
の
古
い
姿
を

遺
し
た
巻
々
に
は
、
其その
模
様
が
手
に
と
る
如
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
う
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し
た
時
勢
は
、
宮
廷
の
儀
礼
古
詞
な
る 

大  

歌 

オ
ホ
ウ
タ

（
宮
廷
詩
）
に
も
投
影
し
た
。

伝
承
を
固
執
す
る
宮
廷
詩
も
、
お
の
れ
か
ら
短
篇
化
し
て
行
つ
た
。
さ
う
し

て
民
間
に
威
勢
の
よ
か
つ
た
短
歌
の
形
が
、
其
機
運
に
乗
り
込
ん
で
来
た
。

か
う
し
て
謡
ひ
物
と
し
て
の
独
立
性
を
認
め
ら
れ
た
短
歌
は
、
其それ
自
体
の
中

に
、 

本  

歌 

モ
ト
ウ
タ

及
び
、
助
歌
反
乱
の 

末  

歌 

ス
ヱ
ウ
タ

の
二
部
を
考
へ
出
し
て
、
な
が
め

謡
ひ
を
以
て
、
間
を
合
せ
た
。
「
５
７
・
５
７
・
７
」
か
ら
「
５
７
・
５
・

７
７
」
へ
、
そ
れ
か
ら
早
く
も
、
平
安
京
以
前
に
「
５
７
５
・
７
７
」
に
詠

み
感
ぜ
ら
れ
る
形
さ
へ
出
て
来
た
の
は
、
此
為
で
あ
つ
た
。

第
二
聯
の
５
の
句
が
、
第
一
聯
の
結
び
と
、
第
二
聯
の
起
し
と
に
繰
り
返
さ

れ
た
声
楽
上
の
意
識
が
、
音
脚
の
上
に
現
れ
て
、
句
法
・
発
想
法
を
変
化
さ

せ
て
行
つ
た
。
く
り
返
し
や
、
挿
入
の
囃
し
詞
こ
と
ばは
自
由
に
使
は
れ
て
も
、
主
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要
な
休
止
の
意
識
は
「
５
７
５
・
５
７
７
」
の
形
を
採
ら
せ
た
。
此
に
は
、

一
つ
前
の
民
謡
の
型
と
し
て
、
尚なほ
勢
力
を
持
ち
続
け
て
居
た 

結  

集 

ケ
ツ
ジ
フ

唱
歌
出

身
の
旋
頭
歌

セ
ド
ウ
カ

の
口
拍
子
が
、
さ
う
し
た
第
三
句
游
離
の
形
と
発
想
と
を
誘
う

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
更
に
、
短
歌
分
化
の
根
本
律
た
る
末
句
反
乱
の
癖
の

再
現
し
た
為
に
、
最
後
に
添
加
せ
ら
れ
た
７
の
囃
し
乱ヲサ
め
の
力
が
は
た
ら
き

か
け
て
「
５
７
５
・
７
７
７
」
と
言
つ
た
諷
誦
様
式
を
立
て
さ
せ
た
。
而
も

最
後
の
一
句
は
、
百
の
九
十
九
ま
で
内
容
の
展
開
に
関
係
の
な
い
類
音
の
く

り
返
し
で
あ
つ
た
。

歌
が
記
録
せ
ら
れ
る
様
に
な
る
に
連
れ
て
、
此
即
興
的
な
反
覆
表
現
は
き
り

棄
て
ら
れ
て
、
完
全
に
「
５
７
５
・
７
７
」
の
音
脚
が
感
ぜ
ら
れ
る
様
に
な

つ
て
来
る
。
か
う
な
つ
て
来
る
と
、
声
楽
の
上
で
は
、
旋
頭
歌
と
短
歌
と
の
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区
劃
が
明
ら
か
で
な
く
な
る
。
さ
う
し
て
、
尚
行
は
れ
て
ゐ
る
短
歌
の
古
い

諷
誦
法
「
５
７
・
５
・
７
７
」
型
の
口
拍
子
が
、
却かへ
つ
て
旋
頭
歌
の
上
に
移

つ
て
来
て
「
５
７
・
７
・
５
７
・
７
」
又
は
「
５
７
・
７
・
５
７
７
」
或
は

「
５
７
・
７
５
・
７
７
」
と
な
り
、
遂
に
は
「
５
・
７
７
・
５
７
７
」
と
言

つ
た
句
法
ま
で
出
来
て
行
つ
た
。

短
歌
が
、
声
楽
か
ら
解
放
せ
ら
れ
て
、
創
作
物
と
な
り
、
文
学
意
識
を
展ひら
い

て
行
つ
た
の
は
、
亦また
声
楽
の
お
蔭
で
あ
つ
た
。
私
は
此
分
離
の
原
因
の
表
面

に
出
た
も
の
を
「
宴
遊
即
事
」
に
あ
る
と
見
て
ゐ
る
。 

新  

室 

ニ
ヒ
ム
ロ

の
宴
ウ
タ
ゲ及
び
、

旅
に
あ
つ
て
の
仮
廬
祝

カ
リ
ホ
ホ

ぎ
か
ら
出
て
来
た
「
矚
目
吟
詠
」
は
、
次
第
に
叙
景

詩
を
分
化
し
て
来
た
。
列
座
具
通
の
幽
愁
の
諷
誦
が
、
既
に
意
識
せ
ら
れ
て

居
た
抒
情
発
想
の
烈
し
さ
を
静
め
、
普
遍
の
誇
張
か
ら
、
自
己
の
観
照
に
向
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は
せ
て
居
た
。
其そ
処こ
へ
、
支
那
宮
廷
の
宴
遊
の
方
式
と
共
に
、
厳カザ
り
立
て
た

園
池
・
帝
徳
頌
讃
の
文
辞
が
入
り
こ
ん
で
来
た
の
だ
。
文
化
生
活
の
第
一
条

件
は
、
宮
廷
の
儀
礼
・
集
会
を
、
先
進
国
風
に
改
め
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。

歌
垣
を
飜
訳
し
て
踏
歌
と
称
し
、
宮
廷
伝
来
の
春
の
こ
と
ほ
ぎ
の
室
踏
み
の

歌
舞
を
さ
へ
、
踏
歌
と
改
称
す
る
様
に
な
つ
た
。
朗
詠
の
平
安
の
都
に
栄
え

た
理
由
と
し
て
、
踏
歌
タ
ウ
カ
の
節セチ
の
「
詠
」
に
美
辞
を
練
つ
た
事
を
第
一
に
言
ふ

べ
き
で
あ
る
。
而
も
踏
歌
の
夜
の
詞
曲
は
、
唐
化
流
行
頂
上
の
時
勢
に
も
、

や
は
り
大
歌
や
、
呪
詞
が
交
へ
用
ゐ
ら
れ
た
。

朗
詠
が
、
異
様
に
、
長
目
な
音
脚
意
識
と
、
華
や
か
で
憑
し
い
音
調
と
を
刺

戟
し
て
、
和
漢
混
淆
文
の
発
生
を
促
し
た
様
な
事
情
が
、
短
歌
の
側
で
も
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
、
宮
廷
・
豪
家
の
生
活
に
、
神
事
の
「
解
忌
ト
シ
ミ
」
と
し
て
行
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は
れ
た 

直  

会 

ナ
ホ
ラ
ヒ

の  

肆    

宴  

ト
ヨ
ノ
ア
カ
リ
以
外
に
も
、
外
国
式
の
宴
遊
の
儀
が
加
へ
ら
れ

て
来
た
。
踏
歌
の
場
合
に
限
ら
ず
、
か
う
し
た
宴
遊
の
酒
間
・
水
辺
に
も
、

即
事
の 
唱  
和 
カ
ケ
ア
ヒ

が
あ
り
、
歌
垣
系
統
の
勝
負
争
ひ
も
あ
つ
た
ら
し
い
。
男
と

女
と
の
間
に
も
、
さ
う
し
た
歌
問
答
が
行
は
れ
た
痕
は
、
万
葉
に
明
ら
か
に

見
え
て
ゐ
る
。
か
う
言
ふ
間
に
、
相
手
な
し
に
独
吟
す
る
者
が
、
次
第
に
殖

え
て
来
た
。
か
う
し
た
宴
遊
の
場
に
於
て
く
り
返
さ
れ
た
労
苦
が
積
り
つ
も

つ
て
、
短
歌
成
立
前
か
ら
兆きざ
し
て
居
た
創
作
動
機
を
、
故
意
に
促
す
文
学
態

度
が
確
立
し
た
訣
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
　
奈
良
朝
の
短
歌
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奈
良
朝
に
入
つ
て
の
短
歌
は
、
其
価
値
の
問
題
は
と
も
か
く
、
か
う
し
た
文

学
作
品
と
し
て
扱
ふ
事
の
出
来
る
も
の
が
多
い
。
山
部
赤
人
の
作
物
の
中
、

晩
年
の
作
風
ら
し
い
も
の
ゝ
一
群
に
は
、
あ
ま
り
に
文
学
意
識
が
露
出
し
過

ぎ
て
居
る
も
の
が
あ
る
。
自
然
の
中
か
ら
或
技
巧
を
感
ぜ
し
む
る
部
分
を
截

り
と
つ
て
来
て
見
せ
る
。
其
に
逢
著
す
る
力
は
情
熱
で
な
く
、
自
然
を
人
間

化
す
る
機
智
で
あ
る
。
平
静
な
生
活
に
印
象
す
る
四
時
の
変
化
の
、
教
養
あ

る
階
級
の
普
遍
の
趣
味
に
叶
ふ
程
度
の
現
象
で
あ
り
、
其
に
絡
ん
だ
人
事
で

あ
る
。

け
れ
ど
も
真
に
「
美
」
の
意
識
を
持
つ
て
ゐ
た
事
の
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る

の
は
、
赤
人
の
作
品
に
は
じ
ま
る
と
言
え
る
。
「
美
」
の
発
見
、
　
　
其
は

大
し
た
事
で
あ
る
。
だ
が
、
美
の
為
に
自
然
を
改
め
、
時
と
し
て
は
美
の
為
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に
、
生
活
を
偽
つ
て
さ
へ
居
る
。
赤
人
の
個
性
を
出
す
事
が
出
来
た
時
は
、

既
に
其
以
前
に
示
し
て
居
た
伝
統
の
風
姿
や
、
気
魄
を
失
う
て
ゐ
た
。
自
然

を
人
間
化
し
、
平
凡
な
人
間
の
感
情
を
与
へ
て
ゐ
る
。
荒すさ
み
易
い
野
性
を
、

宮
廷
生
活
か
ら
放
逐
す
る
為
に
は
、
彼
の
齎
し
た
「
歌
ご
ゝ
ろ
」
は
、
非
常

に
役
に
立
つ
て
居
る
で
あ
ら
う
。
優
美
を
目
標
と
す
る
平
安
中
期
以
後
の
宮

廷
生
活
が
、
彼
に
よ
つ
て
予
告
せ
ら
れ
、
導
か
れ
も
し
た
。

　
　
春
の
野
に
菫
つ
み
に
と
　
来
し
わ
れ
ぞ
、
野
を
な
つ
か
し
み
、
一
夜
寝

　
　
に
け
る

　
　
明
日
よ
り
は
春
菜
つ
ま
む
と
標シ
め
し
野
に
、
昨
日
も
、
今
日
も
、
雪
は

　
　
ふ
り
つ
ゝ

　
　
百
済
野
の
萩
が
古
枝
フ
ル
エ
に
、
春
待
つ
と
　
来キ
居ヰ
し
鶯
、
鳴
き
に
け
む
か
も
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（
万
葉
巻
八
）

此
等
は
、
美
は
美
で
あ
つ
て
も
、
趣
味
に
触
れ
る
と
言
ふ
程
度
の
も
の
で
あ

る
。

　
　
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
ふ
け
ゆ
け
ば
、
楸
ヒ
サ
ギ生
ふ
る
清
き
川
原
に
、
千
鳥
し
ば

　
　
鳴
く

　
　
み
よ
し
野
の
象キサ
山
の
際マ
の
木
梢
コ
ヌ
レ
に
は
、
こ
ゝ
だ
も
　
さ
わ
ぐ
鳥
の
こ
ゑ

　
　
か
も
（
万
葉
巻
六
）

等
に
見
え
た
観
照
と
、
静
か
な
律
に
捲
き
こ
ん
だ
清
純
な
気
魄
の
力
と
は
、

何
処
へ
行
つ
た
の
か
。
前
の
は
黒
人
の
模
倣
で
あ
り
、
後
の
は
人
麻
呂
を
慕

つ
て
は
ゐ
な
が
ら
、
独
立
し
た
心
境
を
拓
い
て
ゐ
る
。
文
学
態
度
に
煩
さ
れ

て
居
な
い
の
で
あ
る
。
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人
麻
呂
を
手
本
に
し
た
「
旅
の
歌
」
に
は
、
二
人
の
間
に
区
別
の
つ
か
ぬ
ま

で
、
よ
い
影
響
を
自
由
に
と
り
入
れ
て
ゐ
る
。
個
性
か
ら
出
て
、
普
遍
の
幽

愁
を
誘
ふ
も
の
で
あ
る
。
後
期
の
優
美
歌
に
な
る
と
、
具
通
の
美
と
官
覚
と

は
陳の
べ
ら
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
、
個
性
の
影
は
技
巧
の
片
隅
に
窺
は
れ
る
ば
か

り
に
な
つ
た
。
「
百
済
野
の
は
ぎ
が
古
枝
に
、
春
待
つ
と
、
来キ
居ヰ
し
鶯
、
鳴

き
に
け
む
か
も
」
の
歌
は
、
純
な
拍
子
で
統
一
し
て
ゐ
る
様
だ
。
併
し
「
来キ

居ヰ
し
鶯
」
の
経
験
で
は
な
く
て
、
空
想
で
あ
る
事
が
、
内
容
の
側
か
ら
不
純

な
気
分
を
醸
し
出
し
て
ゐ
る
。

か
う
し
た
空
想
は
、
鳴
き
絶
え
ぬ
千
鳥
の
声
を
夜
牀
に
聴
き
な
が
ら
、
昼
見

た
「
楸
ヒ
サ
ギ生
ふ
る
清
き
川
原
」
を
瞑
想
し
た
態
度
が
、
わ
る
く
変
つ
て
来
た
も

の
で
あ
る
。
此
瞑
想
・
沈
思
と
言
つ
た
独
坐
深
夜
の
幽
情
を
は
じ
め
て
表
現
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し
た
も
の
は
、
高
市
黒
人
で
あ
つ
た
。

奈
良
朝
後
半
期
に
は
、
長
歌
は
既
に
古
典
化
し
き
つ
て
ゐ
た
。
憶
良
の
社
会

意
識
・
生
活
呪
咀
な
ど
を
創
作
し
た
長
篇
な
ど
も
、
気
魄
の
欠
け
た
、
律
動

の
乏
し
い
も
の
で
、
情
熱
を
失
う
て
ま
で
音
脚
を
整
へ
よ
う
と
し
て
、
延
言

を
頻
り
に
用
ゐ
る
な
ど
、
態
度
の
わ
る
さ
が
、
す
べ
て
の
よ
い
「
生
活
」
を

空
な
概
念
に
し
か
感
じ
さ
せ
な
い
。
反
歌
に
移
る
と
、
生
れ
易かは
つ
た
様
に
自

在
で
、
多
少
の
叙
事
式
構
想
を
も
、
律
化
し
た
も
の
が
多
い
。

だ
が
其
短
歌
と
て
も
、
あ
る
点
か
ら
は
、
先
代
文
学
に
な
ら
は
う
と
し
て
居

た
。
そ
れ
は
大
伴
家
持
等
の
古
詞
採
訪
に
努
め
て
居
る
様
子
、
又
家
持
自
身

創
作
に
悩
ん
で
居
る
様
な
ど
を
見
て
も
言
へ
よ
う
。
詩
形
の
生
き
て
動
い
て

ゐ
る
民
謡
側
で
は
、
早
く
も
又
形
式
破
壊
の
時
を
経
て
、
再
度
稍やや
長
目
な
自
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由
詩
に
な
り
は
じ
め
て
居
た
。
第
一
句
は
枕
詞
・
地
名
・
修
飾
辞
の
常
場
処

に
な
り
勝
ち
で
、
形
式
的
に
も
第
二
・
第
三
句
の
繋
り
が
固
く
な
り
、
第
一

句
は
稍
浮
い
た
続
き
合
ひ
に
な
つ
て
、
音
律
を
予
覚
し
は
じ
め
て
ゐ
る
。
其

方
面
に
探
り
を
入
れ
か
け
た
社
会
的
傾
向
で
あ
つ
た
と
言
ふ
事
も
出
来
る
。

既
に
平
安
朝
の
「
７
５
」
の
基
礎
音
脚
は
目
ざ
め
よ
う
と
し
て
居
た
こ
と
は

実
証
出
来
る
の
だ
か
ら
、
民
謡
は
短
歌
の
形
か
ら
漸
や
う
やく
遠
の
い
た
と
見
て
よ

い
。
そ
し
て
流
行
に
遅
れ
た
東
国
に
於
て
は
未
だ
盛
ん
に
民
謡
と
し
て
短
歌

形
式
が
行
は
れ
て
居
た
の
が
、
奈
良
盛
時
の
状
態
で
あ
つ
た
ら
う
。
其
を
記

録
し
た
の
が
、
万
葉
巻
十
四
で
あ
る
の
で
、
巻
二
十
の
東
歌
に
な
る
と
、
あ

る
部
分
の
東
び
と
に
は
、
創
作
を
強
ひ
ら
れ
ゝ
ば
、
類
型
式
な
が
ら
抒
情
表

現
の
出
来
る
や
う
な
状
態
に
な
つ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
し
て
居
る
も
の
で
あ
ら
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う
。

だ
か
ら
、
東
歌
以
外
の
民
謡
に
な
る
と
、
新
し
く
も
大
津
宮
以
前
に
、
大
体
、

纏
ま
と
まり
も
し
、
既
に
崩
れ
て
も
ゐ
た
と
見
え
る
古
い
詞
章
の
短
歌
成
立
以
前
の

形
と
、
そ
し
て
奈
良
の
都
盛
時
或
は
末
期
に
、
短
歌
を
離
れ
て
、
前
代
の
形

に
近
づ
き
な
が
ら
、
聯
数
は
乏
し
く
、
音
脚
の
制
約
の
弛ゆる
み
は
じ
め
た
ら
し

い
も
の
と
が
、
ご﹅
つ﹅
た﹅
に
な
つ
て
ゐ
る
。
此
後
の
も
の
も
、
反
歌
を
伴
は
ぬ

長
篇
式
で
あ
る
。

其
点
か
ら
考
へ
て
見
る
と
、
短
歌
は
或
は
民
間
で
は
大
し
た
発
達
を
し
な
か

つ
た
の
で
、
片
哥
や
、
旋
頭
歌
や
、
短
い
長
歌
な
ど
ゝ
「
組
み
歌
」
と
し
て

現
は
れ
始
め
て
ゐ
た
の
を
、
宮
廷
詩
人
ら
が
他
の
発
生
動
機
な
ど
ゝ
併
せ
て

感
受
し
て
、
大
歌
の
上
で
固
成
さ
せ
た
も
の
と
言
ふ
事
も
出
来
よ
う
。
片
哥

15



調
は
稍
速
め
て
謡
へ
ば
、
短
歌
の
音
数
を
も
諷
誦
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
事

実
其
証
拠
と
し
て
、
神
武
記
の
片
哥
問
答
に
、
一
方
は
片
哥
、
一
方
は
短
歌

に
近
く
な
つ
て
居
る
も
の
が
残
つ
て
ゐ
る
。

奈
良
の
古
詞
憧
憬
は
、
儀
礼
・
宴
遊
の
詞
章
を
神
聖
視
し
た
為
で
、
本
縁
あ

る
も
の
、
豪
家
に
伝
来
久
し
い
も
の
、
歴
史
背
景
を
思
は
せ
る
も
の
な
ど
の

散
佚
し
た
の
を
、
採
録
し
て
置
か
う
と
し
た
の
に
違
ひ
な
い
。
前
説
は
ど
う

な
り
と
も
よ
い
。
ま
づ
、
古
詞
の
内
容
に
限
り
が
あ
つ
た
も
の
と
見
ね
ば
な

ら
ぬ
　
　
或
は
舞
を
伴
ふ
も
の
を
め
ど
に
し
た
の
か
と
推
せ
ら
れ
ぬ
で
も
な

い
　
　
。
だ
が
、
一
時
唐
化
熱
の
為
、
古
詞
章
を
顧
る
者
が
な
く
、
短
歌
を

創
作
す
る
者
も
な
く
な
つ
て
居
た
の
が
、
支
那
文
学
の
軟
派
書
の
影
響
を
受

け
た
人
々
が
、
国
土
・
人
情
の
違
ひ
を
超
え
て
一
致
す
る
民
譚
や
、
風
習
や
、

16短歌本質成立の時代



考
へ
方
の
あ
つ
た
の
に
気
が
つ
い
た
。
さ
う
し
て
、
此
を
支
那
の
小
説
・
伝

奇
の
体
に
飜
訳
し
た
。
其
試
み
が
嵩
じ
て
、
序
・
引
・
跋
等
を
律
語
風
の
漢

文
に
書
い
て
、
文
中
に
古
事
記
式
の
記
録
体
又
は
、
民
譚
或
は
ほ
か
ひ
人
の

芸
謡
な
ど
の
長
篇
の
抒
情
詩
を
篏は
め
こ
ん
で
喜
ん
だ
遊
戯
態
度
が
、
進
ん
で

純
文
学
動
機
を
、
創
作
の
上
に
発
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
一
方
宴
遊
の
場
合

に
詩
文
を
相
闘
し
、
鑑
賞
し
合
ふ
の
に
、
国
語
を
以
て
出
来
ぬ
ま
だ
る
こ
さ

と
、
教
養
不
足
と
か
ら
、
自
然
宴
遊
詩
か
ら
宴
遊
歌
に
移
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

と
も
か
く
も
、
一
時
衰
へ
た
短
歌
は
其
衰
へ
さ
せ
た
人
々
に
よ
つ
て
、
復
活

せ
ら
れ
て
、
文
学
遊
戯
の
対
象
と
な
り
、
宴
遊
を
種
と
し
た
小
説
や
、
更
に

進
ん
で
は
、
上
官
へ
の
哀
訴
を
寄
せ
た
告
白
文
な
ど
に
さ
へ
な
つ
た
。
貧
窮

問
答
な
ど
の
構
造
は
小
説
体
で
あ
る
。
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家
持
の
賀
歌
・
宴
歌
な
ど
に
苦
吟
し
た
の
は
、
彼
の
才
分
の
貧
し
い
為
と
も

考
へ
た
が
、
此
事
情
か
ら
見
れ
ば
、
さ
う
は
言
へ
な
く
な
つ
た
。
氏
上
と
し

て
諷
誦
の
責
任
の
あ
つ
た
前
代
の
奏
寿
其
他
の
天
子
を
対
象
と
す
る
呪
言
ヨ
ゴ
ト
、

氏
人
に
宣ノ
る
神
言
ノ
リ
ト
な
ど
は
、
新
作
を
以
て
す
る
様
に
な
つ
て
も
、
特
別
の
心

構
へ
を
以
て
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
歌
も
宴
席
で
吟
ず
る
物
は
多
く
古
詞

で
、
新
作
は
神
聖
さ
が
尠
い
の
で
あ
る
。
天
子
・
皇
親
に
対
し
て
の
呪
言
の

系
統
な
る
「
ほ
ぎ
歌
」
を
予
め
作
つ
た
の
は
、
氏
上
と
し
て
の
古
い
神
秘
を

忘
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
奈
良
朝
末
に
、
短
歌
製
作
気
分
が

衰
へ
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
家
持
の
古
詞
採
蒐
・
賀
詞
予
作
を
以
て
其
証
拠
と

す
る
事
は
出
来
な
い
。

其
ば
か
り
か
家
持
は
、
歌
人
と
し
て
時
代
を
劃
す
る
だ
け
の 

天  

稟 

て
ん
ぴ
ん

を
備
へ
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て
ゐ
た
人
で
あ
る
の
だ
。
黒
人
の
開
発
し
た
心
境
は
、
家
持
が
此
を
伝
へ
て
、

正
し
く
展
開
さ
せ
て
、
後
継
者
に
手
渡
し
て
居
る
。
家
持
は
、
長
歌
は
、
憶

良
程
達
意
で
は
な
い
が
、
概
念
風
な
処
は
幾
分
尠
い
。
思
ふ
に
、
人
麻
呂
が

長
歌
を
飛
躍
さ
せ
、
叙
事
詩
か
ら
抒
情
詩
の
領
分
に
引
き
こ
ん
だ
が
、
同
時

に
其
様
式
を
極
端
に
固
定
さ
せ
て
、
自
在
を
失
は
せ
た
。
奈
良
の
宮
廷
詩
人

・
貴
顕
文
人
等
の
間
に
幾
度
繰
り
返
さ
れ
て
も
、
生
命
の
な
い
模
倣
と
外
形

の
過
重
せ
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
し
か
出
来
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
短
歌
の
価
値

・
態
度
ば
か
り
か
ら
、
此
人
の
才
分
・
文
学
史
上
の
価
値
を
、
き
め
て
も
よ

い
の
で
あ
る
。

家
持
は
、
黒
人
の
瞑
想
態
度
・
観
念
的
作
風
に
深
入
り
す
る
こ
と
を
避
け
て
、

今
少
し
外
的
に
客
観
態
度
を
移
し
た
。
感
じ
易
い
心
を
叫
び
上
げ
な
い
で
、

19



静
か
な
自
然
に
向
い
て
、
溜
息
つ
く
様
な
姿
を
採
つ
た
。
さ
う
し
た
側
の
歌

が
、
彼
の
本
領
で
も
あ
り
、
開
発
で
も
あ
つ
た
。
黒
人
よ
り
も
、
作
者
自
身

の
姿
が
浮
ん
で
、
而
も
人
に
強
ひ
な
い
。
ほ
の
か
に
動
く
も
の
ゝ
、
沁
み
出

る
様
に
、
調
子
を
落
し
て
さ
ゝ
や
い
て
居
る
。
武
人
・
族
長
な
ど
言
ふ
自
覚

を
唆
り
あ
げ
て
、
人
を
戒
め
て
ゐ
る
作
物
な
ど
は
、
短
歌
で
も
よ
く
な
い
。

け
れ
ど
も
、
さ
う
し
た
側
の
長
短
歌
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
よ
い
素
質
は
、
よ

い
平
安
人
の
先
ぶ
れ
だ
つ
た
こ
と
を
思
は
せ
る
。
人
を
戒
め
て
も
犒
ね
ぎ
らう
て
も
、

其
語
こ
と
ばつ
き
に
は
、
お
の
れ
を
叱
り
、
我
を
愛
し
む
心
と
お
な
じ
心
持
ち
が
感

じ
ら
れ
る
。
家
門
を
思
ふ
彼
は
、
奈
良
の
世
の
果
て
の
独
り
で
あ
つ
た
が
、

神
経
や
、
感
覚
は
、
今
の
世
か
ら
も
近
代
風
な
人
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

人
麻
呂
の
影
響
は
、
却
つ
て
わ
る
く
出
て
ゐ
て
、
寂
し
い
う
ら
声
を
叫
び
上
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げ
る
様
な
作
品
を
残
し
た
。

　
　
　
　
　
三
　
平
安
初
期
の
大
歌

平
安
朝
で
は
早
く
、
大
歌
は
、
短
歌
が
本
体
と
見
ら
れ
る
様
に
な
つ
て
了
う

た
。
そ
し
て
宮
廷
に
其
を
用
ゐ
る
事
は
、
恐
ら
く
は
、
鎮
魂
祭
と
神
楽
の
場

合
と
の
外
は
段
々
廃
れ
て
行
つ
た
。
其
他
の
宮
廷
詩
は
「
詠
」
を
主
と
せ
ぬ

雅
楽
の
影
響
を
受
け
た
り
、
又
は
伝
統
を
失
ひ
、
さ
ら
で
も
時
の
花
と
な
る

資
格
の
永
久
に
な
い
声
楽
の
わ
き
役
で
あ
つ
た
事
か
ら
、
舞
あ
る
も
の
は
舞

に
先
立
つ
て
亡
び
、
舞
の
な
い
も
の
は
、
新
宮
廷
詩
の
創
作
の
盛
ん
だ
つ
た

奈
良
或
は
其
前
か
ら
、
伝
へ
る
者
も
張
り
合
ひ
な
く
、
永
劫
の
世
界
に
持
ち
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去
ら
れ
た
。
謡
ひ
物
と
し
て
の
短
歌
の
末
は
、
古
今
集
・
拾
遺
集
の
大
歌
所

の
歌
、
其
他
「
神
楽
歌
譜
」
に
記
録
せ
ら
れ
た
分
を
最
後
と
見
て
よ
い
。

併
し
、
仏
家
の
讃
歌
方
面
に
は
、
尚
一
脈
の
生
気
が
保
た
れ
て
居
て
、
声
楽

上
の
曲
節
は  
声    

明  
し
や
う
み
や
う
化
し
な
が
ら
も
、
平
安
末
に
大
い
に
興
る
釈
教
歌
の

導
き
に
は
な
つ
た
。
謡
ふ
物
と
し
て
ゞ
な
く
、
神
の
託
宣
の
文
言
と
し
て
、

歌
が
文
学
以
外
に
口
誦
せ
ら
れ
た
事
は
、
室
町
の
頃
ま
で
も
続
い
た
ら
し
い
。

 

歌  

占 

ウ
タ
ウ
ラ

を
告
げ
る
巫
女
の
口
に
唱
へ
ら
れ
る
歌
で
あ
つ
て
、
此
も
神
託
と
は

言
ひ
で
ふ
、
其
所
在
の
大
寺
の
庇
護
を
受
け
た
社
々
に
あ
つ
た 

事  

故 

こ
と
ゆ
ゑ

、
や

は
り
長
篇
の
讃
歌
か
ら
単
純
化
し
た
今
様
と
、
足
並
み
を
揃
へ
た
曲
節
で
あ

つ
た
ら
う
。
か
う
し
て
室
町
か
ら
江
戸
に
持
ち
越
し
た
な
げ
ぶ
し
な
ど
の
、

擬
古
的
な
文
句
に
仮
り
に
用
ゐ
ら
れ
て
、
ど
ゞ
い
つ
・
よ
し
こ
の
ぶ
し
の
分
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化
す
る
導
き
と
な
つ
た
。
が
、
其
は
、
真
の
生
命
あ
る
も
の
と
し
て
の
短
歌

で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

大
歌
が
短
歌
を
標
準
と
す
る
と
共
に
、
短
歌
は
唯
一
文
学
と
し
て
の
位
置
を

占
め
得
た
。
そ
の
為
奈
良
の
盛
時
ま
で
も
あ
つ
た
ら
し
い
宮
廷
詩
人
の
為
事

が
、
辛
う
じ
て
勢
を
盛
り
返
し
て
、
享
楽
文
人
の
手
に
移
つ
て
行
つ
た
。

大
歌
の
新
作
は
、
大
歌
の
用
途
が
狭
ま
つ
た
為
に
無
く
な
つ
た
が
、
貴
顕
の

参
詣
・
願
果
し
な
ど
に
社
々
の
神
の
享
け
る
法
楽
の
詞
曲
と
し
て
、
短
歌
の

新
作
せ
ら
れ
る
の
が
例
で
あ
つ
た
。  

東    

遊  
あ
づ
ま
あ
そ
び
の
歌
が
其
で
あ
る
。
其
が
、

讃
歌
と
一
つ
に
考
へ
ら
れ
て
、
舞
踊
抜
き
に
歌
だ
け
を
献
じ
る
風
を
生
じ
た
。

此
が
法
楽
の
歌
で
、
平
安
の
都
も
末
に
な
る
ほ
ど
、
神
祇
歌
・
釈
教
歌
の
流

行
に
連
れ
て
、
益
々
盛
ん
に
な
り
、
数
も
多
さ
を
競
ふ
や
う
に
な
つ
て
行
く
。
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神
事
舞
踊
の
曲
に
は
、
替
へ
唱
歌
が
、
多
く
用
意
せ
ら
れ
て
居
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
つ
た
。

　
　
大
原
や
小
塩
ヲ
シ
ホ
の
山
も
、
今
日
こ
そ
は
、
神
代
の
こ
と
も
、
お
も
ひ
出
づ

　
　
ら
め
（
古
今
集
巻
十
七
）

の
歌
も
、
二
条
后
の
社
参
に
随
行
し
た
在
原
業
平
の
、
あ
て
つ
け
歌
だ
と
言

ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
や
は
り
、
其
は
伝
説
で
あ
る
と
思
ふ
。
此

時
代
に
も
既
に
、
法
楽
の
舞
が
献
ぜ
ら
れ
る
風
が
あ
つ
て
、
其
詞
章
と
し
て

召
さ
れ
た
時
の
、
唯
の
神
遊
び
の
歌
に
過
ぎ
な
い
の
を
、
い
つ
か
さ
う
い
ふ

曲
解
が
此
歌
の
背
景
と
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
か
う
い
ふ
当
時
の
歌
人
と
許

さ
れ
た
人
々
の
、
神
遊
び
歌
を
召
さ
れ
る
と
言
つ
た
風
が
、
宮
廷
詩
人
の
俤

お
も
か
げ

を
見
せ
て
居
る
の
で
あ
る
。
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家
持
は
平
安
の
都
に
遷
る
前
、
長
岡
の
都
造
営
中
に
亡
く
な
つ
た
。
晩
年
に

な
つ
て
一
度
、
死
後
に
も
復また
、
疑
獄
に
坐
し
た
。
さ
う
し
て
平
城
天
皇
の
御

宇
ま
で
は
許ユ
り
な
か
つ
た
。
家
持
が
壮
を
と
こ盛
り
に
、
出
入
で
い
り
し
た
歌
儛
所
の
内
の

後
に
（
或
は
当
時
も
）
大
歌
所
と
言
つ
た
日
本
楽
舞
部
の
台
本
（
伝
来
の
大

歌
・
采
風
理
想
か
ら
採
集
し
た
民
謡
集
）
や
、
雑
多
な
有
名
・
無
名
の
人
の

歌
集
や
、
家
持
自
身
大
部
分
材
料
を
蒐
め
て
整
理
し
て
置
い
た
大
伴
集
　
　

仮
り
に
か
う
名
を
つ
け
て
お
く
。
家
持
の
近
親
・
縁
者
・
知
人
の
贈
答
・
創

作
歌
の
上
に
、
自
身
で
も
集
め
、
人
に
も
依
頼
し
て
蒐
め
た
様
々
な
詞
章
の

集
団
　
　
や
、
大
体
此
三
部
類
の
資
料
が
、
万
葉
集
の
名
で
纏
め
ら
れ
よ
う

と
し
た
の
が
、
平
城
天
皇
の
時
代
の
事
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
此
天
子
は
奈
良

の
古
風
な
生
活
に
愛
著
深
く
、
情
熱
も
強
く
、
作
品
も
（
疑
は
し
い
が
）
残
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つ
て
居
り
す
る
方
で
あ
つ
て
、
其
孫
王
に
行
平
・
業
平
が
出
た
の
も
納
得
出

来
る
。

　
　
　
　
　
四
　
六
歌
仙
の
歌

業
平
の
生
活
は
、
小
説
だ
と
い
ふ
訣
で
、
伊
勢
物
語
か
ら
ひ
き
放
し
て
考
へ

よ
う
と
し
て
も
出
来
な
い
ま
で
、
彼かの
書
が
完
全
に
其
一
生
を
伝
奇
化
し
て
了

う
て
ゐ
る
。
私
は
、
張
文
成
・
宋
玉
・
登
徒
子
等
の
一
人
称
発
想
法
を
採
つ

た
遊
仙
窟
や
、
楚
辞
末
流
（
此
は
既
に
伝
来
し
て
ゐ
た
と
信
じ
る
）
の
艶
文

学
が
、
奈
良
の
貴
族
や
、
学
者
を
魅
し
た
力
は
、
平
安
の
都
に
も
持
ち
越
さ

れ
て
ゐ
た
も
の
と
思
ふ
。
そ
れ
で
業
平
一
代
の
自
叙
伝
と
思
は
せ
る
企
図
を
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持
つ
て
、
伊
勢
物
語
は
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
三
人
称
風
の
叙
事
詩
や
、

そ
れ
か
ら
散
文
化
し
た
説
話
の
表
現
法
の
定
型
を
採
り
な
が
ら
、
叙
事
詩
以

来
の
聞
き
癖
を
利
用
し
た
痕
が
見
え
る
。
特
別
な
知
人
が
す
る
物
語
で
な
け

れ
ば
、
語
り
手
・
話
し
手
の
自
叙
伝
と
感
じ
る
風
が
離
れ
な
い
為
に
、
し
ら

ば
く
れ
た
様
な
気
分
を
さ
せ
る
「
昔
男
あ
り
け
り
」
と
い
ふ
型
で
、
十
二
分

に
効
果
を
収
め
た
の
で
あ
る
。

業
平
の
生
涯
は
平
安
の
色
好
み
（
大
体
後
世
の
す
ゐ
に
近
い
）
の
前
型
と
ま

で
考
へ
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
二
条
后
・
斎
内
親
王
と
の
交
渉
が
な

か
つ
た
と
す
れ
ば
　
　
或
は
ま
る
〳
〵
の
伝
説
だ
つ
た
と
す
れ
ば
　
　
、
惟

喬
親
王
が
、
業
平
に
美
し
い
感
激
を
発
せ
し
め
る
境
遇
に
沈
淪
せ
ら
れ
な
か

つ
た
と
す
れ
ば
、
業
平
は
記
憶
せ
ら
れ
な
か
つ
た
ら
う
か
。
私
は
決
し
て
さ
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う
で
は
な
い
と
思
ふ
。
業
平
の
歌
の
背
景
な
る
伊
勢
其
他
の
伝
説
が
す
つ
か

り
消
え
て
も
、
歌
だ
け
で
、
伝
ふ
る
事
の
出
来
た
人
で
あ
る
。
彼
の
歌
は
、

家
持
の
や
黒
人
の
と
違
う
て
、
自
然
の
前
に
朧
ろ
に
光
る
孤
影
を
見
入
つ
て

ゐ
た
心
、
其
を
更
に
外
へ
出
し
て
、
他
人
の
心
の
上
に
落
ち
る
自
分
の
姿
を

瞻みま
もつ
て
、
こ
ゝ
に
も
亦
、
寂
し
く
通
り
過
ぎ
る
影
し
か
な
い
こ
と
を
、
は
か

な
ん
で
ゐ
る
様
な
心
境
で
あ
る
。
彼
の
調
子
は
、
家
持
の
細
み
を
承
け
て
ゐ

る
。
併
し
業
平
の
違
う
て
ゐ
る
処
は
、
事
実
に
即
し
た
複
雑
が
、
真
の
単
一

に
整
頓
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
方
法
と
し
て
、
出
来
得
る

限
り
の
節
約
を
用
語
の
上
に
行
う
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
文
法
の
許
す
だ
け

は
、
言
語
の
影
を
利
用
し
、
曲
節
を
附
け
て
、
姿
態
の
上
に
細
み
を
作
ら
う

と
し
て
ゐ
る
。
調
子
で
な
く
、
内
容
と
形
式
と
の
交
錯
か
ら
来
る
趣
き
を
整
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理
し
よ
う
と
し
て
居
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
業
平
の
作
物
に
は
、
趣
き
を
出
す
為
に
無
用
の
論
理
に
低
徊
す
る

こ
と
が
あ
る
。

　
　
月
や
あ
ら
ぬ
。
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
　
わ
が
身
一
つ
は
も
と
の
身
に
し

　
　
て
（
古
今
集
巻
十
五
）

の
如
き
は
、
姿
の
為
に
却
つ
て
趣
き
が
犠
牲
に
な
つ
て
ゐ
る
。
月
に
も
、
春

に
も
依
然
た
る
旧
態
を
見
る
と
、
印
象
を
強
め
た
上
に
、
柔
軟
性
を
失
は
せ

る
反
語
の
圧
迫
を
感
じ
さ
せ
る
。
下
の
句
の
自
由
な
拘
泥
の
な
い
「
わ
が
身

一
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」
の
調
子
が
安
易
に
浮
い
て
聞
え
る
。
恋
人
の
上

を
言
は
な
い
で
、
我
が
身
を
言
ふ
の
も
、
上
の
句
の
形
式
上
の
曲
節
が
過
重

し
て
居
ら
な
け
れ
ば
よ
か
つ
た
ら
う
。
が
此
場
合
、
下
の
句
の
内
容
の
上
の
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曲
節
が
堪
へ
ら
れ
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
い
ふ
処
へ
、
又
此
反
転
法
に
行

き
遭
ふ
為
、
論
理
の
遊
戯
を
厭いと
は
し
く
さ
へ
感
じ
る
。
姿
は
自
在
の
様
で
あ

り
、
発
想
は
曲
節
を
尽
し
て
居
る
様
だ
け
れ
ど
も
、
業
平
の
特
色
と
せ
ら
れ

て
ゐ
る
余
韻
が
、
形
式
は
固もと
よ
り
内
容
の
上
に
も
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。
「
心

剰
り
て
、
詞
足
ら
ず
」
と
古
今
集
序
の
貫
之
の
評
語
は
、
実
は
「
詞
剰
り
て
、

匂
ひ
足
ら
ず
」
と
で
も
言
ひ
替
へ
ね
ば
な
る
ま
い
。

彼
に
、
若
し
、
自
然
に
対
す
る
理
会
が
あ
つ
た
と
し
た
ら
、
情
景
の
絡
み
あ

ひ
か
ら
生
じ
る
趣
き
は
、
姿
の
し
な
と
相
俟
つ
て
、
真
の
象
徴
発
想
を
闢ひら
い

た
で
あ
ら
う
に
、
黒
人
か
ら
赤
人
に
、
赤
人
か
ら
家
持
に
伝
つ
た
はつ
た
調
子
の

「
細
み
」
と
、
幽かそ
か
で
そ
し
て
和
ら
ぎ
を
覚
え
る
「
趣
き
」
は
、
彼
に
も
完

成
せ
ら
れ
ず
、
壬
生
忠
岑
に
な
つ
て
、
稍
其
に
近
よ
つ
た
も
の
が
出
て
来
た
ゞ

30短歌本質成立の時代



け
で
あ
つ
た
。
偶
発
的
に
時
々
「
趣
き
」
を
出
し
た
者
が
あ
つ
て
も
、
さ
う

し
た
心
境
を
把
持
し
得
た
者
は
な
か
つ
た
。
平
安
の
都
も
末
に
近
づ
く
と
、

態
度
と
し
て
さ
う
し
た
境
涯
を
自
覚
し
、
標
榜
す
る
者
が
出
て
来
た
。
併
し

仏
教
知
識
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
、
万
葉
に
現
れ
た
「
細
み
」
の
正
式
に

伸
び
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

業
平
は
自
然
に
対
し
て
驚
く
ば
か
り
無
感
激
で
あ
つ
た
。
其
叙
景
の
歌
と
て

も
、
宴
遊
の
即
景
に
祝
言
を
託
す
る
様
な
も
の
か
、
人
の
意
表
に
出
る
様
な

誇
張
や
、
言
ひ
廻
し
で
、
興
趣
の
嵐
を
起
し
て
、
当
座
の
人
の
心
を
捲
き
込

ん
で
行
く
と
言
ふ
風
な
も
の
で
あ
つ
た
。

　
　
あ
か
な
く
に
、
ま
だ
き
も
月
の
か
く
る
ゝ
か
。
山
の
端ハ
逃
げ
て
、
入
れ

　
　
ず
も
あ
ら
な
む
（
古
今
集
巻
十
七
）
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狩
り
暮
し
、
た
な
ば
た
つ
め
に
　
宿
借
ら
む
。
天
の
川
原
に
わ
れ
は
来

　
　
に
け
り
（
古
今
集
巻
九
）

な
ど
を
見
て
も
知
れ
る
。
拘
泥
な
く
歌
ひ
上
げ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
其
詞
を

押
し
出
し
て
、
一
挙
に
「
心
」
を
形
づ
く
る
の
は
、
機
智
だ
け
で
は
出
来
ぬ

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
濫
費
せ
ら
れ
て
ゐ
る
情
熱
が
あ
る
の
だ
。
彼
の
生
時

は
、
其
宴
遊
の
歌
の
、
在
来
の
型
を
破
つ
た
新
し
さ
、
放
胆
ら
し
い
其
調
子

に
よ
つ
て
、
騒
が
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
業
平
の
作
品
の
時
代
的
評
価

は
抒
情
詩
以
外
に
も
、
あ
つ
た
こ
と
を
考
へ
に
入
れ
て
置
く
必
要
が
あ
る
。

何
と
言
つ
て
も
、
業
平
の
真
の
価
値
は
、
抒
情
詩
を
醇
化
し
た
点
に
あ
る
。

万
葉
集
の
抒
情
詩
す
ら
、
叙
事
詩
脈
の
劇
的
表
現
・
民
謡
式
の
誇
張
発
想
・

儀
礼
上
の
伝
襲
的
叙
述
法
な
ど
か
ら
出
来
た
と
言
ふ
事
情
の
忘
れ
ら
れ
た
後
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代
に
、
古
代
人
の
素
朴
と
言
ふ
予
断
で
、
製
作
動
機
も
醇
化
せ
ら
れ
、
不
当

に
高
く
評
価
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
贈
答
・
問
答
の
類
も
、
歌
垣
の
唱

和
か
ら
筋
を
引
く
も
の
で
、
か﹅
け﹅
あ﹅
ひ﹅
特
有
の
あ
げ
足
と
り
・
は
ぐ
ら
か
し

・
人
た
ら
し
・
情
ら
し
さ
な
ど
が
皆
過
分
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
恋
愛
発
想
の

歌
が
贈
答
せ
ら
れ
た
か
ら
と
て
、
恋
仲
の
人
々
と
速
断
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
例
が
多
い
。
今
も
、
男
女
の
贈
答
文
章
に
、
恋
愛
気
分
が
纏
綿
し
て
ゐ
る

の
は
、
古
い
歴
史
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

か
う
し
て
見
る
と
、
平
安
宮
廷
の
女
房
生
活
を
、
其
等
の
人
の
歌
詞
か
ら
推

し
て
、
紊みだ
れ
き
つ
て
ゐ
た
様
に
言
ふ
の
は
間
違
ひ
で
あ
る
。
万
葉
さ
へ
さ
う

で
あ
つ
た
。
後
世
ほ
ど
、
浮
薄
な
技
巧
を
弄
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
当

り
ま
へ
で
あ
る
。
前
後
に
さ
う
し
た
歌
を
控
へ
な
が
ら
、
業
平
の
作
品
は
、
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さ
う
し
た
か﹅
け﹅
あ﹅
ひ﹅
を
、
姿
の
上
に
顕
し
た
訣
で
あ
る
。

六
歌
仙
は
、
形
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
万
葉
と
古
今
と
の
過
渡
期
を
示
す
も
の

だ
が
、
全
体
と
し
て
は
、
古
今
調
と
言
う
て
よ
い
程
に
、
後
者
に
非
常
に
近

よ
つ
て
居
る
。
六
人
の
中
、
業
平
と
並
べ
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
世
評
の
と

ほ
り
、
小
野
小
町
で
あ
る
。
男
た
ち
と
の
贈
答
に
、
柔
軟
な
而
も
折
れ
合
は

ぬ
ね
ば
り
気
を
、
調
子
の
上
に
見
せ
て
居
る
。
恋
愛
心
理
の
解
剖
は
、
新
古

今
前
後
に
盛
ん
に
な
る
の
だ
が
、
其
先
駆
者
は
小
町
で
あ
つ
た
。
と
い
ふ
よ

り
も
、
小
町
を
偶
像
視
し
た
後
代
歌
人
に
、
僅
か
な
歌
が
、
大
き
な
影
響
を

齎
し
た
。
併
し
其
は
よ
い
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
小
町
の
も
の
は
ま
だ
抒
情

詩
と
し
て
の
潤
ひ
を
失
は
な
い
で
居
る
が
、
後
々
の
も
の
は
小
説
家
が
、
生

活
を
観
照
す
る
様
な
態
度
に
な
つ
て
、
抒
情
詩
の
領
分
を
離
れ
て
行
つ
た
。
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小
町
集
の
中
に
、
一
首

　
　
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
山
里
の
夕
ぐ
れ
は
、
風
よ
り
ほ
か
に
、
訪
ふ
人
ぞ
な

　
　
き

と
言
ふ
の
が
あ
る
が
、
真
に
小
町
の
作
物
と
す
れ
ば
、
古
今
調
の
よ
い
方
面

に
も
、
踏
み
こ
み
か
け
て
居
た
と
言
へ
よ
う
。

六
歌
仙
と
前
後
す
る
頃
又
は
、
平
安
京
最
初
の
時
分
の
　
　
中
に
は
、
万
葉

の
も
の
も
入
り
込
ん
で
ゐ
る
　
　
人
々
の
だ
と
思
は
れ
る
無
名
氏
の
作
物
に

は
、
古
今
集
の
中
で
の
、
最
価
値
の
あ
る
も
の
が
多
く
あ
る
。
此
等
の
歌
に

現
れ
た
細
み
は
、
家
持
の
境
地
を
、
柔
ら
か
に
ふ
く
よ
か
な
言
語
情
調
で
包

ん
だ
趣
き
の
深
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
木
の
間
よ
り
洩
り
来
る
　
月
の
か
げ
見
れ
ば
、
心
労ヅク
し
の
　
秋
は
来
に
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け
り

　
　
蜩
の
鳴
き
つ
る
な
べ
に
、
日
は
暮
れ
ぬ
　
と
思
ふ
は
、
山
の
陰
に
ぞ
あ

　
　
り
け
る

　
　
鶯
の
鳴
く
野
べ
ご
と
に
来
て
見
れ
ば
、
う
つ
ろ
ふ
花
に
、
風
ぞ
吹
き
け

　
　
る

な
ど
が
其
例
で
あ
る
。
小
町
の
「
風
よ
り
ほ
か
に
」
の
歌
も
、
古
今
に
は
無

名
氏
の
作
物
と
し
て
居
る
。
万
葉
の
「
太
み
」
は
、
竟つひ
に
継
承
す
る
者
が
な

か
つ
た
。
ま
す
ら
を
ぶ
り
を
叫
ん
だ
真
淵
以
後
も
、
さ
う
し
た
試
み
を
し
た

人
が
な
い
。
調
子
を
高
く
す
る
だ
け
な
ら
、
釈
教
歌
か
ら
出
た
平
安
末
・
鎌

倉
初
の
歌
人
た
ち
に
も
ぼ
つ
〳
〵
あ
る
。
調
子
を
壮さか
ん
に
す
る
事
で
、
太
み

あ
る
発
想
を
導
く
こ
と
は
、
「
細
み
」
の
場
合
の
様
に
は
行
か
な
い
様
だ
。
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五
　
古
今
集
の
歌
風

古
今
の
作
家
で
は
、
四
人
の
選
者
の
う
ち
、
壬
生
忠
岑
が
一
等
天
分
が
豊
か

な
様
だ
。
貫
之
は
、
一
種
の
改
革
家
で
、
要
領
を
掴
む
才
能
は
持
つ
て
居
た
。

稍やや
物
に
な
り
か
け
た
国
語
を
以
て
す
る
文
章
を
、
小
ざ
つ
ぱ
り
し
た
感
じ
の

よ
い
、
段
落
の
短
い
も
の
に
し
た
の
も
、
彼
の
為
事
ら
し
い
。
歌
の
方
面
で

は
、
上
流
の
重
く
る
し
い
調
子
の
、
変
化
の
な
い
内
容
を
や
ゝ
軽
く
て
明
る

い
も
の
に
し
た
。
山
部
赤
人
の
態
度
を
、
新
し
い
歌
の
と
る
べ
き
道
と
し
た
。

自
然
か
ら
「
美
」
を
覓もと
め
な
い
で
「
美
」
に
似
た
事
象
の
あ
る
所
と
し
た
。

理
想
の
「
美
」
を
絵
画
に
据
ゑ
て
ゐ
た
。
が
、
其
も
墨
書
き
や
彩ダ
み
画ヱ
の
絵

巻
若
し
く
は
、
屏
風
の
構
図
で
あ
つ
た
。
自
然
は
、
平
凡
な
絵
模
様
に
描
き
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直
さ
れ
た
。
彼
等
の
空
想
に
浮
ぶ
自
然
は
類
型
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
併
し
さ

う
し
た
「
美
」
以
外
に
、
問
題
と
な
る
自
然
は
な
か
つ
た
。
黒
人
以
来
の
自

然
描
写
の
態
度
は
、
彼
等
の
心
に
は
影
も
さ
ゝ
な
か
つ
た
。
彼
等
は
調
子
の

上
に
、
自
負
を
持
つ
て
居
た
ら
し
い
。
朗
ら
か
で
軽
く
ひ
き
し
ま
つ
た
、
滑

ら
か
で
さ
つ
ぱ
り
し
た
長
閑
さ
が
、
彼
等
の
新
し
い
歌
の
生
命
を
扼やく
す
る
音

律
で
あ
つ
た
。

四
時
の
交
替
と
自
然
の
変
化
の
関
係
に
興
味
を
持
ち
過
ぎ
た
傾
向
は
、
万
葉

集
の
巻
八
・
巻
十
に
も
既
に
見
え
て
ゐ
る
が
、
情
熱
が
よ
く
解
決
し
た
。
古

今
集
以
後
、
暦
日
と
自
然
現
象
の
矛
盾
に
興
味
を
持
ち
過
ぎ
て
、
幼
稚
な
構

想
を
、
明
る
い
調
子
に
託
し
て
歌
ひ
あ
げ
た
も
の
が
多
く
な
る
。
抒
情
の
歌

で
見
て
も
、
選
者
等
の
目
ざ
す
処
は
、
淡
泊
な
感
情
を
、
例
の
調
子
で
拘
泥
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な
く
歌
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
生
活
か
ら
游
離
し
た
心
境
を
娯
し
む
こ
と
が
、

彼
等
の
生
活
の
上
の
「
美
」
で
あ
つ
た
。
貫
之
の
歌
は
、
其
理
想
通
り
の
形

を
と
つ
た
。
か
う
し
た
態
度
か
ら
よ
い
作
物
の
現
れ
よ
う
筈
が
な
い
。
貫
之

の
歌
は
、
名
の
み
高
く
て
、
実
の
其
に
添
は
ぬ
物
で
あ
つ
た
。

忠
岑
だ
け
は
、
其
仲
間
に
列
つ
て
ゐ
て
、
大
し
て
彼
等
の
主
張
と
喰
ひ
違
ふ

こ
と
な
く
、
而
も
か
な
り
の
値
打
ち
あ
る
作
物
を
出
し
た
。
無
名
氏
等
の
歌

に
現
れ
た
「
細
み
」
は
、
彼
に
明
ら
か
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
。
尤
も
つ
と
も、
あ
ゝ

し
た
態
度
か
ら
は
、
わ
る
い
作
物
も
生
れ
な
い
は
ず
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、

忠
岑
は
そ
う
し
た
処
か
ら
、
深
く
印
象
す
る
歌
を
残
し
た
の
だ
か
ら
、
天
分

の
豊
か
で
あ
つ
た
こ
と
が
思
は
れ
る
。

畢
竟
古
今
集
は
、
万
葉
集
の
細
み
か
ら
筋
を
曳
い
て
ゐ
る
と
言
う
て
よ
い
。
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さ
う
し
て
其
が
二
様
に
現
れ
た
。
一
つ
は
、
細
み
を
正
し
く
育
ん
で
行
つ
た

も
の
で
あ
り
、
一
方
は
、
赤
人
風
の
優
美
を
目
標
に
し
て
、
当
世
好
み
の
題

材
と
調
子
と
を
扱
は
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
後
者
は
古
今
の
正
調
で
あ
り
、

ま
づ
は
文
学
態
度
と
し
て
見
る
事
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
作
物
の
価

値
は
却
つ
て
、
し
づ
か
な
情
熱
を
以
て
技
巧
を
突
破
し
た
形
の
前
者
の
方
に

あ
つ
た
。
而
も
此
間
に
介はさ
ま
つ
て
、
女
性
の
歌
は
、
亦
変
つ
た
道
を
採
つ
た
。

謂
は
ゞ
万
葉
以
前
か
ら
の
贈
答
歌
の
態
度
が
伝
つ
て
ゐ
て
、
而
も
宮
廷
の
女

房
生
活
に
伴
ふ
、
し
ら
け
た
遊
戯
分
子
が
加
つ
て
来
て
ゐ
る
の
だ
。

か
う
し
て
、
古
今
の
歌
風
と
言
ふ
も
の
が
出
来
た
。
此
で
短
歌
が
と
も
か
く

も
文
学
と
立
て
ら
れ
、
其
本
質
も
、
ほ
ゞ
成
立
し
た
様
な
あ
り
様
で
あ
る
。

此
か
ら
後
は
、
古
今
選
者
た
ち
の
立
て
た
も
の
を
絶
対
に
信
頼
し
て
行
つ
た

40短歌本質成立の時代



後
進
者
の
、
纔わづ
か
づ
ゝ
の
時
代
的
の
踠アガ
き
を
見
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

後
撰
集
に
は
、
其
で
も
古
今
に
対
す
る
競
争
意
識
が
見
え
て
ゐ
る
。
拾
遺
集

に
な
る
と
、
古
今
を
理
想
と
し
出
し
た
痕
が
あ
り
〳
〵
と
見
え
る
。
後
拾
遺

集
に
は
、
も
は
や
行
き
づ
ま
り
が
見
え
出
し
た
。
唯
、
宮
廷
其
他
の
女
房
生

活
の
頂
上
と
も
言
へ
る
時
代
で
、
男
性
の
文
学
動
機
は
鈍
つ
て
来
た
の
に
、

散
文
の
み
な
ら
ず
、
短
歌
に
も
自
在
を
ふ
る
ま
ふ
様
に
な
つ
た
。
贈
答
或
は

恋
歌
に
限
ら
れ
て
ゐ
て
も
、
其
感
触
は
洗
煉
せ
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
。
が
其
も

見
渡
し
て
の
話
で
、
一
つ
〳
〵
の
歌
に
就
て
言
ふ
と
、
寂
し
ま
ず
に
は
居
ら

れ
な
い
。
和
泉
式
部
は
、
其
中
で
は
づ
ぬ
け
て
ゐ
る
。
小
町
よ
り
も
、
情
熱

的
に
さ
へ
感
ぜ
ら
れ
る
。
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六
　
短
歌
改
新
に
与
つ
た
人
々

曾
根
好
忠
は
、
歌
の
固
定
し
た
事
を
其
野
性
の
敏
感
で
と
り
わ
け
早
く
嗅
ぎ

つ
け
た
。
さ
う
し
て
そ
の
抜
け
路
と
し
て
、
表
現
法
を
易か
へ
よ
う
と
試
み
て
、

単
語
や
句
法
の
上
に
苦
心
を
し
た
。
其
処
に
印
象
の
鮮
や
か
な
、
新
し
げ
な

作
物
も
生
れ
て
来
た
。
け
れ
ど
も
、
真
の
内
容
や
趣
き
の
発
想
と
言
ふ
点
に

は
心
づ
か
な
か
つ
た
。
然
し
、
よ
い
作
物
に
な
る
と
、
無
自
覚
に
で
は
あ
ら

う
が
、
「
細
み
」
が
十
分
に
出
て
来
て
ゐ
る
。
短
歌
の
固
定
す
る
毎
に
、
新

語
を
以
て
其
を
救
は
う
と
す
る
試
み
が
、
歴
史
的
に
く
り
返
さ
れ
て
ゐ
る
。

其
次
に
は
、
珍
ら
し
い
材
料
　
　
寧
む
し
ろ、
名
詞
　
　
を
局
部
的
に
と
り
こ
む
事

が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
此
が
「
歌
枕
」
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
歌
の
全
内
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容
と
な
る
題
材
と
し
て
ゞ
な
く
、
修
辞
上
の
刺
戟
の
為
ば
か
り
に
使
は
れ
た

様
で
あ
る
。

か
う
言
ふ
処
へ
、
平
安
京
に
於
け
る
広
い
意
味
の
芸
術
の
天
才
ら
し
い
人
が

出
て
来
た
。
桂
大
納
言
源
経
信
で
あ
る
。
彼
は
当
時
の
文
学
芸
術
の
す
べ
て

に
達
し
た
と
言
は
れ
た
人
で
あ
る
。
殊
に
琵
琶
で
は
、
桂
の
一
流
を
開
い
た

人
で
あ
つ
た
。
「
君
子
器
な
ら
ず
」
と
言
ふ
が
、
天
才
の
直
観
力
も
、
才
能

の
専
門
的
固
定
を
救
ふ
も
の
で
あ
る
。
今
存
す
る
彼
の
作
物
は
、
あ
ま
り
に

尠
い
。
此
か
ら
彼
の
才
分
を
き
め
る
の
は
気
の
毒
な
気
も
す
る
。
が
、
偶
然

を
考
へ
る
こ
と
の
出
来
な
い
個
性
の
透
徹
し
た
作
品
が
あ
る
。

　
　
朝
戸
あ
け
て
　
見
る
ぞ
さ
び
し
き
。 
傍  

丘 
カ
タ
ヲ
カ

の
　
楢
の
広
葉
に
　
ふ
れ

　
　
る
白
雪
（
千
載
）
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ひ
た
延ハ
へ
て
守モ
る
標シ
め
縄
の
　
た
わ
む
ま
で
、
秋
風
ぞ
吹
く
。
小
山
田

　
　
の
庵
（
続
古
今
）

後
の
は
桂
の
里
で
の
作
で
あ
る
が
、
四
五
句
の
続
き
の
あ
や
ふ
さ
が
、
其
写

生
に
徹
し
て
居
な
い
事
を
見
せ
て
居
る
。
唯ただ
二
三
句
の
緊
張
は
、
観
照
の
把

持
力
を
思
は
せ
る
強
さ
で
あ
る
。
前
の
歌
に
な
る
と
、
細
み
が
展
開
せ
ら
れ

て
来
て
ゐ
る
。
楢
の
木
は
作
者
の
誤
解
か
も
知
れ
ぬ
が
、
広
葉
と
言
う
た
処

か
ら
見
れ
ば
、
木
立
ち
を
見
渡
し
た
の
で
な
く
、
一
本
の
木
の
局
部
に
目
を

注
い
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
私
は
か
う
し
た
も
の
が
、
尚
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う

と
思
ふ
。
此
歌
の
如
き
も
経
信
集
に
は
な
く
て
、
千
載
集
に
の
み
見
え
て
ゐ

る
の
か
ら
見
て
も
、
此
想
像
の
余
地
は
あ
る
。
一
体
、
経
信
に
は
、
新
し
い

趣
向
の
歌
が
多
く
て
、
其
が
本
領
と
思
は
れ
た
ら
し
い
。
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山
守
り
よ
。
斧
の
音
高
く
聞
ゆ
な
り
。
峰
の
も
み
ぢ
は
、
よ
き
て
き
ら

　
　
せ
よ
（
金
葉
）

　
　
深
山
ぢ
に
け
さ
や
出
で
つ
る
。
旅
人
の
笠
白
た
へ
に
雪
つ
も
り
つ
ゝ

　
　
（
新
古
今
）

　
　
（
家
集
…
…
ぢ
を
…
…
雪
は
ふ
り
つ
ゝ
）

　
　
夕
日
さ
す
、
浅
茅
が
原
の
旅
人
は
、
あ
は
れ
、
い
づ
く
に
宿
を
か
る
ら

　
　
む
（
新
古
今
）

　
　
早
苗
と
る
山
田
の
筧
か
け
ひも
り
に
け
り
。
ひ
く
標シ
め
縄
に
　
露
ぞ
こ
ぼ
る
ゝ

　
　
（
新
古
今
）

　
　
大
井
川
　
い
は
な
み
高
し
。 

筏  
士 

い
か
だ
し

よ
。
岸
の
紅
葉
に
　
あ
か
ら
め
な

　
　
せ
そ
（
金
葉
）
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此
中
、
一
と
五
は
、
平
安
末
の
趣
向
歌
の
先
駆
で
、
古
今
の
も
の
と
は
別
途

で
は
あ
る
が
、
正
し
い
道
で
は
な
い
。
第
三
の
歌
も
追
随
者
の
多
か
つ
た
型

で
あ
る
が
、
ま
だ
趣
き
は
失
は
な
い
。
併
し
「
あ
は
れ
」
が
、
同
化
し
き
れ

な
い
不
純
な
も
の
を
交
へ
て
ゐ
る
。
客
観
し
得
な
い
で
、
小
我
を
出
し
て
ゐ

る
。
或
は
釈
教
歌
な
ど
の
影
響
か
も
知
れ
な
い
。
此
歌
と
、
第
四
の
歌
と
は
、

細
工
物
ら
し
い
が
、
大
体
に
正
し
い
方
へ
歩
み
よ
つ
て
ゐ
て
、
鎌
倉
以
後
の

模
倣
者
に
よ
い
類
型
を
残
し
た
。

　
　
三
島
江
の
入
江
の
ま
こ
も
。
雨
ふ
れ
ば
、
い
と
ゞ
し
ほ
れ
て
　
刈
る
人

　
　
も
な
し
（
新
古
今
）

は
写
生
で
は
な
い
が
、
趣
き
か
ら
は
完
成
し
て
ゐ
る
。
此
歌
と
「
朝
戸
を
あ

け
て
見
る
ぞ
寂
し
き 

傍  

丘 

カ
タ
ヲ
カ

の
楢
の
広
葉
に
ふ
れ
る
白
雪
」
と
は
、
別
趣
の
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物
だ
が
、
細
み
と
、
静
け
さ
と
、
温
み
と
は
共
通
し
て
ゐ
る
。

　
　
今
宵
　
わ
が
　
桂
の
里
の
月
を
見
て
、
思
ひ
残
せ
る
こ
と
の
な
き
か
な

　
　
（
金
葉
）

　
　
花
の
散
る
な
ぐ
さ
み
に
せ
む
。
菅
原
や
、
伏
見
の
里
の
岩
つ
ゝ
じ
見
て

　
　
（
経
信
集
）

と
こ
ろ
が
、
此
歌
な
ど
に
な
る
と
、
少
し
虚キヨ
し
て
ゐ
る
様
な
歌
口
で
あ
る
。

病
的
で
は
あ
る
が
、
一
種
の
単
純
化
は
あ
る
。
か
う
し
た
点
も
、
彼
の
、
他

人
と
違
ふ
処
か
ら
来
る
の
で
あ
ら
う
。
経
信
の
歌
風
を
、
よ
い
に
つ
け
、
悪

い
に
つ
け
、
全
体
と
し
て
と
り
入
れ
て
ゐ
る
の
は
、
西
行
法
師
で
あ
る
。

俊
成
も
、
そ
の
幽
情
を
目
が
け
た
の
は
、
此
人
の
影
響
を
意
識
し
て
と
り
入

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
経
信
に
、
千
載
及
び
新
古
今
の
歌
風
の
暗
示
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が
、
含
ま
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
と
思
う
て
ゐ
る
。

好
忠
の
後
に
出
て
来
た
短
歌
改
新
の
二
番
手
は
、
経
信
の
子
の
俊
頼
で
あ
る
。

好
忠
よ
り
は
時
代
自
身
、
固
定
を
感
じ
る
こ
と
が
深
く
な
つ
て
来
て
ゐ
る
か

ら
、
彼
の
試
み
は
、
更
に
大
胆
に
な
つ
て
ゐ
る
。
歌
枕
も
、
修
辞
の
上
ば
か

り
で
な
く
、
全
体
と
し
て
と
り
こ
ま
れ
て
ゐ
る
。
其
結
果
、
歌
が
著
し
く
叙

事
詩
的
の
興
味
に
陥
つ
て
来
た
。
民
間
伝
承
な
ど
ま
で
思
ひ
の
ま
ゝ
に
採
用

し
て
、
誹
諧
歌
に
似
た
味
ひ
が
出
て
居
る
。
尤
、
彼
は
連
歌
の
滑
稽
味
を
愛

好
し
た
。
彼
は
、
短
歌
に
対
し
て
、
刺
戟
は
か
な
り
与
へ
た
が
、
結
局
其
本

質
と
、
反
り
の
合
は
ぬ
態
度
を
持
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
喜
ん
だ
新
し

い
材
料
は
、
連
歌
・
誹
諧
を
通
じ
て
後
に
完
成
し
た
季
題
趣
味
を
導
い
た
。

其
程
、
彼
の
作
風
は
、
連
歌
及
び
誹
諧
の
成
立
の
為
に
効
果
を
顕
し
た
の
で
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あ
る
。
鎌
倉
初
め
に
は
、
歌
・
連
歌
、
有
心
・
無
心
の
対
立
と
な
り
、
室
町

に
な
つ
て
は
、
明
ら
か
に
短
歌
に
対
す
る
文
学
と
し
て
、
競
争
者
の
位
置
を

占
め
た
連
歌
及
び
誹
諧
味
は
、
彼
に
よ
つ
て
飛
躍
の
機
運
が
作
ら
れ
た
も
の

と
見
て
よ
い
。
併
し
、
私
は
彼
の
作
物
の
価
値
を
短
歌
と
し
て
見
て
も
、
世

評
以
上
に
高
く
買
ひ
た
く
思
う
て
ゐ
る
。

俊
頼
に
対
し
て
旧
風
を
守
つ
て
ゐ
た
の
は
、
藤
原
基
俊
で
あ
る
。
天
分
に
於

て
、
到
底
前
者
に
及
ぶ
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
様
だ
。
彼
は
、
短
歌
に
関
す

る
知
識
を
以
て
、
俊
頼
に
対
抗
し
て
ゐ
た
。
彼
が
準
拠
と
し
て
ゐ
る
様
に
唱

へ
て
ゐ
た
万
葉
集
に
就
て
の
知
識
・
理
会
・
消
化
の
程
度
は
極
め
て
危
い
も

の
で
あ
つ
た
。
一
・
二
句
万
葉
の
引
用
を
す
る
外
は
、
万
葉
調
も
出
て
居
な

い
。
彼
の
歌
に
、
万
葉
の
正
し
い
影
響
な
ど
は
、
殆
ど
見
る
こ
と
が
出
来
な
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い
。
寧
、
俊
頼
の
作
物
に
時
々
万
葉
の
気
魄
の
浮
ん
で
ゐ
る
も
の
が
あ
る
な

ど
は
皮
肉
で
あ
る
。
だ
が
、
さ
う
し
た
万
葉
主
義
を
い
だ
く
様
に
な
つ
た
の

は
、
短
歌
が
学
問
的
基
礎
を
欲
し
て
ゐ
た
時
代
だ
か
ら
で
あ
る
。
此
対
立
は
、

と
も
か
く
も
平
安
末
の
短
歌
史
上
の
見
物
で
あ
る
。
さ
う
し
て
此
二
人
の
影

響
と
、
尚
ほ
か
に
歌
学
の
伝
統
を
他
か
ら
継
承
し
て
、
其
を
綜
合
し
て
現
れ

た
と
称
せ
ら
れ
る
の
が
俊
成
で
あ
る
。
此
点
か
ら
見
て
も
、
二
人
の
歌
風
に

は
、
目
を
通
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

前
に
も
述
べ
た
と
ほ
り
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
女
性
の
歌
は
、
短
歌
史
上
に
特

殊
な
領
分
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
其
か
け
あ
ひ
趣
味
を
離
れ
て
、
文

芸
化
し
た
の
は
、
平
安
京
の
末
に
迫
つ
て
か
ら
で
あ
る
。

道
長
盛
時
を
中
心
に
輩
出
し
て
、
平
安
の
文
学
態
度
を
飛
躍
さ
せ
た
女
房
た
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ち
の
中
、
幾
分
古
風
な
者
は
短
歌
に
止
り
、
今
様
に
進
ん
だ
連
衆
は
、
物
語

・
日
記
に
赴
い
た
傾
き
が
見
え
る
。
女
房
歌
の
上
手
と
い
ふ
の
も
二
色
あ
る
。

一
つ
は
真
に
価
値
の
あ
る
も
の
を
作
り
出
す
情
熱
家
。
一
つ
は
場
合
々
々
贈

答
を
、
最
も
つ
と
も適
切
に
処
理
し
て
、
婉
曲
に
、
委
曲
に
、
あ
は
れ
な
感
じ
を
残
す

も
の
を
、
而
も
口
疾
ク
チ
ド
に
詠
み
出
す
機
智
の
あ
る
人
。
だ
か
ら
、
後
者
は
当
時

人
を
感
じ
さ
せ
て
も
、
普
遍
性
の
な
い
、
後
世
に
は
訣
ら
ぬ
も
の
も
多
い
。

そ
れ
で
も
歌
人
と
し
て
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
前
の
意
味
の
歌
人
の
、
歌
か

ら
出
な
い
の
に
反
し
て
、
後
の
方
の
女
房
は
物
語
・
日
記
類
の
脚
色
も
あ
る
、

歌
の
多
く
交
つ
た
散
文
に
進
ん
で
、
さ
う
し
て
、
盛
ん
に
引
き
歌
・
故
事
・

縁
語
等
で
、
律
文
化
し
た
文
章
を
書
い
た
。
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七
　
実
生
活
を
詠
ん
だ
歌

物
語
の
主
人
公
は
勿
論
、
も
で
る
を
思
は
せ
る
様
な
書
き
ぶ
り
で
表
さ
れ
て

ゐ
る
。
其
に
配
せ
ら
れ
た
女
の
主
な
者
の
中
に
は
、
作
者
自
身
の
影
を
濃
く

落
す
や
う
な
書
き
癖
が
、
其
に
通
じ
て
あ
つ
た
ら
し
い
。
此
事
実
は
日
記
に

な
る
と
殊
に
目
立
つ
。
日
記
に
は
、
単
な
る
女
房
の
後
宮
記
録
・
執
務
覚
え

書
き
と
し
て
の
外
に
、
先
例
書
・
典
故
録
と
言
つ
た
側
の
職
分
か
ら
、
知
識

宝
典
・
詞
藻
類
典
の
様
な
姿
を
採
る
物
さ
へ
あ
つ
た
。
又
、
一
方
、
個
人
の

生
活
記
録
と
し
て
の
意
味
も
既
に
出
て
来
た
。
其
例
の
物
に
伊
勢
物
語
系
統

の
歌
物
語
の
型
を
と
り
容
れ
て
来
た
の
が
あ
つ
て
、
自
分
の
贈
答
や
述
懐
の

短
歌
の
製
作
動
機
を
、
あ
は
れ
に
書
く
風
が
出
来
た
。
か
う
し
た
例
に
は
、
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或
は
他
人
が
書
い
た
の
か
と
思
は
れ
る
ほ
ど
、
脚
色
が
加
つ
て
ゐ
る
の
さ
へ

見
え
る
。
多
く
は
事
件
に
客
観
が
出
来
な
い
処
か
ら
、
自
身
書
き
な
が
ら
、

事
実
を
修
飾
・
誇
張
し
て
、
物
語
風
に
し
た
て
ゝ
了
う
た
の
で
あ
る
。

而
も
も
の
ゝ
あ
は
れ
を
知
り
、
色
を
こ
の
む
　
　
好
も
し
い
状
態
に
男
女
関

係
を
処
理
す
る
こ
と
　
　
の
が
、
紳
士
・
淑
女
の
理
想
主
義
と
せ
ら
れ
た
時

代
で
あ
る
。
で
、
か
う
し
た
小
説
と
記
録
と
の
間
を
行
く
抒
情
式
な
日
記
を

書
い
た
者
及
び
其
書
き
物
は
、
宮
廷
生
活
の
間
に
も
て
は
や
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
此
態
度
は
、
短
歌
集
の
中
に
も
入
り
こ
ん
で
来
た
。
女
房
の
歌
集
に
見

え
た
「
は
し
が
き
」
に
、
後
人
の
は
固
よ
り
だ
が
、
当
人
自
身
の
潤
色
・
見

て
く
れ
を
交
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
考
へ
て
か
ゝ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
平
安
京

の
中
期
以
後
の
歌
集
殊
に
女
房
歌
集
か
ら
、
個
人
の
伝
記
を
引
き
出
さ
う
と
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す
る
こ
と
に
、
危
さ
を
感
じ
て
ゐ
る
。
「
は
し
が
き
」
に
あ
は
れ
を
競
ひ
、

単
な
る
座
興
の
か
け
あ
ひ
を
も
有
意
義
化
し
た
も
の
が
、
必
あ
る
で
あ
ら
う
。

前
に
も
述
べ
た
和
泉
式
部
の
歌
集
を
は
じ
め
、
さ
う
し
た
色
あ
ひ
は
、
大
な

り
小
な
り
見
え
る
の
で
あ
る
。

こ
ゝ
に
自
然
と
起
つ
て
来
る
の
は
、
文
学
動
機
の
洗
煉
で
あ
る
。
印
象
の
再

現
若
し
く
は
、
空
想
の
具
体
化
能
力
や
、
技
巧
の
近
接
努
力
が
進
ん
で
来
る
。

叙
事
詩
化
し
、
心
理
の
表
現
よ
り
も
描
写
に
傾
く
が
、
と
も
か
く
も
発
生
以

来
わ
る
い
道
を
通
つ
て
来
た
日
本
の
抒
情
詩
は
、
業
平
・
小
町
に
つ
け
ら
れ

た
方
角
か
ら
、
活
路
を
見
つ
け
出
し
た
訣
で
あ
つ
た
。
和
泉
式
部
の
様
な
情

熱
家
の
作
物
は
、
さ
す
が
に
不
純
を
一
挙
に
捲
き
飛
し
た
佳
作
が
尠
く
な
い
。

内
生
活
か
ら
、
美
化
す
る
に
足
る
も
の
を
見
出
す
様
に
向
い
て
来
て
ゐ
る
の
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で
あ
る
。
唯
、
女
房
歌
集
は
、
全
体
を
叙
事
的
連
作
歌
集
と
し
て
味
う
て
行

く
の
が
、
ほ
ん
と
う
の
見
方
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
。

か
う
し
て
展
開
し
て
来
た
女
房
歌
、
其
影
響
を
受
け
た
抒
情
詩
は
、
緻
密
な

感
情
の
写
実
を
す
る
様
に
な
つ
て
行
つ
た
。
俊
成
女
・
式
子
内
親
王
に
代
表

せ
ら
れ
た
平
安
末
・
鎌
倉
初
め
の
恋
を
主
題
と
し
た
歌
で
あ
る
。
だ
が
其
に

も
、
語
又
は
句
の
上
か
ら
部
分
的
に
放
射
す
る
情
調
に
よ
つ
て
、
し
な
や
か

で
、
ね
ば
り
強
く
、
美
し
く
て
、
纏
綿
す
る
様
に
、
技
巧
が
積
ま
れ
て
ゐ
た
。

そ
れ
に
よ
つ
て
、
叙
事
式
表
現
の
上
に
気
分
効
果
を
添
へ
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
語
句
の
持
つ
聯
想
や
、
音
韻
の
弾
力
を
、
極
度
ま
で
利
用
し
て
ゐ
る

の
だ
。
併
し
、
か
け
語
・
縁
語
・
枕
詞
・
序
歌
・
本
歌
な
ど
で
、
幻
象
を
畳

み
絡
め
る
の
と
は
違
う
て
、
と
に
か
く
、
内
部
か
ら
す
る
発
想
上
の
弾
力
で
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あ
る
か
ら
、
よ
い
傾
向
で
あ
つ
た
。

　
　
木
の
葉
散
る
山
偏
付
カ
タ
ツ
き
の
笹
の
庵
は
、
埋
れ
ぬ
べ
き
ふ
し
処
か
な
（
待

　
　
賢
門
院
堀
川
）

か
う
し
た
発
想
法
は
、
短
歌
の
細
み
を
土
台
に
し
て
、
女
流
好
み
の
情
趣
を

語
句
か
ら
引
き
出
し
て
、
一
首
に
光
被
し
た
も
の
で
あ
る
。
頼
政
や
西
行
な

ど
の
に
も
、
か
う
し
た
実
生
活
が
、
だ
し
ぬ
け
に
顔
を
出
し
て
、
調
和
を
破

る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
誰
も
皆
、
今
日
の
み
ゆ
き
に
誘
は
れ
て
、
き
え
に
し
跡
を
と
ふ
人
も
な

　
　
し
（
堀
川
）

此
歌
の
「
誰
も
皆
」
は
、
実
生
活
か
ら
来
た
口
語
式
発
想
に
近
い
も
の
で
あ

る
。
好
忠
・
俊
頼
の
新
傾
向
や
、
僧
家
の
歌
や
、
連
歌
な
ど
か
ら
養
成
せ
ら
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れ
た
現
代
語
趣
味
は
、
平
安
朝
末
の
抒
情
歌
、
主
と
し
て
は
「
述
懐
」
風
の

も
の
に
用
ゐ
ら
れ
た
が
、
其
も
一
時
の
は
や
り
で
、
仏
徒
の
外
に
は
用
ゐ
な

く
な
つ
て
了
う
た
。

　
　
こ
れ
聞
け
や
。
花
見
る
我
を
　
見
る
人
の
、
ま
だ
あ
り
け
り
と
驚
か
す

　
　
な
り
（
頼
政
）

連
歌
趣
味
が
露
骨
に
出
て
ゐ
る
が
、
実
生
活
の
響
き
が
ほ
の
か
に
聞
え
る
。

頼
政
以
後
、
西
行
・
秀
能
な
ど
の
武
士
階
級
の
歌
人
が
、
見
出
し
に
預
る
様

に
な
つ
て
来
た
の
は
、
一
つ
は
武
家
興
隆
の
時
勢
だ
つ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、

題
材
や
、
見
方
・
感
じ
方
の
、
幾
分
型
に
入
ら
な
い
処
を
珍
重
せ
ら
れ
た
の

で
あ
ら
う
。
頼
政
の
面
目
を
あ
げ
た
の
は
、
経
信
の
系
統
に
薬
を
強
く
し
た

絵
模
様
や
、
絵
詞
見
立
て
の
趣
向
歌
の
印
象
の
新
鮮
な
点
が
、
さ
う
し
た
潮
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先
に
乗
り
か
け
た
為
で
あ
る
。

西
行
に
も
さ
う
し
た
渾
沌
た
る
実
生
活
味
や
、
誹
諧
趣
味
・
口
語
式
発
想
・

趣
向
歌
等
が
あ
る
。
さ
う
し
た
お
し
窮
つ
た
処
か
ら
、
西
行
を
脱
け
出
さ
せ

た
も
の
は
、
女
房
歌
の
ね
ば
り
気
と
、
廻
国
修
行
か
ら
得
た
生
活
の
種
々
相

の
理
会
や
、
孤
独
感
に
徹
し
て
起
る
人
生
の
普
遍
観
で
あ
る
。
歌
を
通
し
て

見
た
西
行
に
は
、
仏
教
の
影
響
は
、
人
々
の
考
へ
て
ゐ
る
よ
り
は
、
わ
り
合

ひ
深
く
潜
ん
で
ゐ
る
。
却
つ
て
、
当
時
　
　
平
安
末
・
鎌
倉
初
め
　
　
の
概

念
式
な
釈
教
歌
・
讃
歌
の
類
を
作
つ
た
公
卿
た
ち
よ
り
は
、
囚
れ
ぬ
境
涯
を

示
し
て
ゐ
る
。
学
曹
で
な
か
つ
た
為
も
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
此
頃
か
ら
頭

を
擡もた
げ
出
し
て
、
武
家
時
代
の
最
後
二
百
年
を
除
く
外
は
、
伝
統
的
に
文
学

及
び
倭
学
継
承
階
級
と
な
つ
た
所
の
隠
者
の
生
活
に
近
い
形
で
暮
し
て
居
た
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事
が
、
主
な
原
因
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
。
地
方
の
武
家
に
、
短
歌
や
、
倭
学

の
伝
へ
ら
れ
た
の
は
、
も
う
此
頃
か
ら
の
事
実
で
あ
つ
た
。
西
行
が
殆
ど
完

成
し
、
芭
蕉
に
飛
躍
さ
せ
ら
れ
て
、
誹
諧
に
移
植
せ
ら
れ
た
内
容
の
さ
び
、

形
式
の
し
を
り
は
、
実
は
女
房
歌
の
模
倣
を
経
て
、
達
し
得
た
「
細
み
」
で

あ
つ
た
の
だ
。
此
が
西
行
の
幽
情
に
、
誹
諧
の
「
さ
び
」
よ
り
も
、
曲
節
や
、

弾
力
の
あ
る
所
以
で
あ
る
。

此
細
み
を
抽
き
出
し
た
原
因
の
一
つ
に
、
数
へ
残
し
が
あ
る
。
其
は
雰
囲
気

の
力
で
あ
る
。
当
時
の
京
都
の
文
壇
主
義
の
影
響
で
あ
る
。
経
信
に
著
し
く

見
え
た
幽
情
が
、
公
卿
の
流
行
と
な
つ
て
ゐ
た
仏
教
凝
り
や
、
釈
教
歌
・
法

楽
の
歌
な
ど
に
溢
れ
た
仏
教
味
に
合
体
し
た
為
、
と
言
ふ
様
な
速
断
は
許
さ

れ
な
い
。
併
し
、
か
う
し
た
間
の
生
悟
り
か
ら
、
万
有
無
実
相
・
庶
物
一
如
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の
義
を
曲
解
敷
衍
し
て
、

　
　
心
な
き
身
に
も
、
あ
は
れ
は
　
知
ら
れ
け
り
。
鴫
た
つ
沢
の
秋
の
夕
ぐ

　
　
れ
（
西
行
）

　
　
見
渡
せ
ば
、
花
も
紅
葉
も
　
な
か
り
け
り
。
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
ぐ
れ

　
　
（
定
家
）

な
ど
言
ふ
様
な
物
の
出
来
る
機
運
は
醸かも
さ
れ
て
来
た
。
悪
い
傾
向
だ
が
、
や

は
り
一
種
の
単
純
化
で
あ
る
。

勅
撰
集
の
出
る
毎
に
、
非
難
者
の
出
る
風
は
、
後
拾
遺
集
に
経
信
が
試
み
た
、

と
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
此
な
ど
は
早
い
も
の
で
、
其
後
、
い
つ
も
あ
つ
た
こ

と
で
あ
る
。
さ
う
し
た
論
難
の
癖
は
、
恐
ら
く
、
平
安
京
の
初
頭
に
も
既
に
、

行
は
れ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
　
　
或
は
其
以
前
か
ら
も
　
　
「
歌
合
せ
」
の
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席
上
の
討
論
の
風
が
理
論
化
せ
ら
れ
て
、
歌
式
と
な
り
、
歌
論
と
な
り
、
更

に
、
勅
撰
集
撰
者
の
態
度
批
評
と
ま
で
な
つ
て
来
た
。
歌
人
の
間
に
も
、
短

歌
の
沿
革
・
様
式
論
・
故
事
出
典
を
集
め
て
、
学
問
に
す
る
も
の
が
出
て
来

た
。
顕
輔
の
伝
統
の
所
謂
六
条
派
の
歌
学
や
、
歌
の
師
範
が
起
つ
た
の
も
、

当
然
の
順
序
で
あ
る
。
其
子
清
輔
・
顕
昭
等
か
ら
、
学
問
と
し
て
の
色
合
ひ

が
立
つ
て
来
た
。

日
本
の
書
物
が
学
問
の
対
象
と
な
つ
た
の
は
、
日
本
紀
が
始
り
で
、
万
葉
が

其
次
に
古
点
・
次
点
を
加
へ
ら
れ
、
平
安
の
末
に
源
氏
が
研
究
の
目
的
に
な

つ
て
来
た
。
俊
成
な
ど
が
、
源
氏
学
の
先
駆
者
で
あ
る
。
其
等
の
間
を
縫
う

て
、
歌
学
が
段
々
、
物
に
な
り
出
し
た
。
歌
学
の
始
り
と
し
て
は
、
ま
づ
、

古
今
を
中
心
に
し
た
故
事
の
詮
索
か
ら
、
古
く
は
万
葉
、
新
し
く
は
後
撰
以
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後
の
出
典
・
歌
枕
な
ど
ま
で
に
手
が
及
ん
で
、
日
本
学
と
し
て
の
姿
を
具
へ

出
し
て
来
た
。
け
れ
ど
も
、
修
辞
論
や
不
純
な
様
式
論
が
交
つ
て
ゐ
た
為
に
、

容
易
に
学
問
化
は
出
来
な
か
つ
た
。
か
う
し
て
、
創
作
態
度
に
学
問
理
論
が

わ
り
こ
ん
で
来
た
事
実
が
、
平
安
末
の
短
歌
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

短
歌
に
神
秘
観
を
抱
く
こ
と
は
、
古
代
か
ら
で
あ
る
が
、
俊
成
に
と
つ
て
は
、

作
物
の
一
つ
〳
〵
は
、
報
謝
の
為
に
作
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
か
う
す

る
こ
と
が
、
彼
と
し
て
仏
恩
に
酬
ゆ
る
唯
一
の
道
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
自
己

を
虚
し
う
し
て
、
歌
に
当
つ
た
ら
し
い
人
で
あ
つ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
彼
の

歌
に
は
、
安
住
が
あ
り
、
輝
い
た
あ
き
ら
め
が
あ
る
。

　
　
　
千
載
集
え
ら
び
侍
り
け
る
時
、
古
き
人
々
の
歌
を
見
て
、

　
　
行
く
末
は
　
我
を
も
し
の
ぶ
人
や
あ
ら
む
。
昔
を
思
ふ
心
な
ら
ひ
に
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（
新
古
今
）

さ
す
が
に
、
野
心
を
蔵
し
た
歌
も
盛
ん
に
詠
じ
て
ゐ
る
が
、
年
よ
つ
て
、
段

々
静
か
に
、
平
易
に
詠
み
出
す
様
に
な
つ
て
行
つ
た
。
も
つ
と
感
激
が
出
ね

ば
な
ら
ぬ
所
だ
。

　
　
如
何
に
言
ひ
、
い
か
に
弔ト
は
む
と
　
思
ふ
間
に
、
心
も
つ
き
て
、
春
も

　
　
暮
れ
に
き
（
玉
葉
）

拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
つ
ぶ
さ
に
述
べ
尽
し
て
ゐ
る
。
併
し
情
熱
は
失
は
れ

て
ゐ
る
。
近
世
の
僧
家
の
歌
人
な
ど
に
多
い
、
自
在
で
あ
つ
て
、
併
し
心
の

拍
子
の
出
な
い
歌
の
類
で
あ
る
。
で
も
、
か
う
し
た
調
子
を
具
体
化
す
る
為

に
、
短
歌
史
上
に
類
例
少
い
長
い
生
涯
を
文
学
の
為
、
又
此
を
通
し
て
、
仏

の
為
に
費
し
て
来
た
の
で
あ
つ
た
。
此
等
の
歌
は
、
当
時
の
口
語
律
に
近
づ
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い
て
居
た
物
で
あ
ら
う
。
彼
自
ら
、
自
讃
歌
と
推
し
た
「
夕
さ
れ
ば
」
の
境

地
は
、
此
風
に
野
心
を
交
へ
た
概
念
歌
で
、
上
句
の
外
は
採
れ
な
い
。
調
子

づ
き
過
ぎ
て
、
若
々
し
い
。

だ
が
、
彼
の
自
ら
否
定
し
た

　
　
お
も
か
げ
に
　
花
の
姿
を
さ
き
立
て
ゝ
、
幾
重
越
え
来
ぬ
。
峰
の
白
雪

　
　
（
新
勅
撰
）

は
、
な
る
程
、
俊
成
の
態
度
か
ら
見
れ
ば
、
前
期
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
し
ら
へ
物
だ
。
が
、
印
象
は
明
ら
か
に
来
る
。

　
　
夕
さ
れ
ば
、
野
べ
の
秋
風
身
に
沁
み
て
、
う
づ
ら
鳴
く
な
り
。
深
草
の

　
　
里
（
千
載
）

の
方
は
、
印
象
が
う﹅
ぢ﹅
や﹅
﹅〳

﹅〵

し
て
ゐ
る
。
幽
情
も
、
や
は
ら
ぎ
も
見
え
な
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い
。
此
が
、
俊
成
の
第
二
種
の
代
表
的
な
発
想
で
あ
ら
う
。
世
間
は
そ
れ
で

も
「
お
も
か
げ
に
」
の
傾
向
を
愛
し
て
、
其
に
傾
き
寄
つ
た
。
新
古
今
の
歌

壇
は
、
此
歌
な
ど
を
出
発
点
と
し
て
、
展
開
を
重
ね
て
行
つ
た
の
に
違
ひ
な

い
。

俊
成
は
、
鎌
倉
は
じ
め
ま
で
も
、
歌
壇
の
長
老
と
し
て
、
残
つ
て
ゐ
た
。
け

れ
ど
も
彼
の
歌
の
平
易
は
、
四
句
讃
歌
（
梁
塵
秘
抄
調
）
に
近
づ
い
て
ゐ
る

間
に
、
若
い
人
々
の
間
に
は
、
め
ざ
ま
し
い
と
言
ふ
よ
り
、
目
ま
ぐ
る
し
い

変
化
が
起
り
続
け
て
居
た
。

　
　
　
　
　
八
　
新
古
今
の
歌
風
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新
古
今
集
の
撰
定
の
幹
部
等
に
と
つ
て
、
先
輩
と
な
つ
て
ゐ
た
人
た
ち
は
、

多
く
は
入
道
生
活
を
し
て
ゐ
た
。
俊
成
・
西
行
・
慈
円
・
寂
蓮
・
寂
然
　
　

此
等
の
法
師
や
居
士
の
間
に
漂
ひ
出
る
も
の
は
、
西
行
・
寂
蓮
・
寂
然
等
の

修
道
生
活
か
ら
来
る
も
の
に
向
ふ
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
お
な
じ
語
を
首
句

や
尾
句
に
据
ゑ
て
、
十
数
首
の
変
化
を
見
せ
た
り
　
　
西
行
の
「
山
深
み
…

…
」
、
寂
然
の
「
…
…
大
原
の
里
」
、
慈
円
の
「
…
…
住
吉
の
神
」
　
　
首

句
と
尾
句
と
を
各
同
じ
に
し
て
、
趣
向
を
練
つ
た
り
す
る
様
な
　
　
見
せ
ば

や
な
。
志
賀
の
唐
崎
、
麓
な
る
な
が
ら
の
山
の
春
の
景
色
を
（
慈
円
）
　
　

暇
つ
ぶ
し
の
遊
戯
を
し
た
の
も
、
僧
家
の
人
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、
互
ひ

に
慰
め
合
う
て
居
る
間
に
、
実
生
活
を
主
題
に
し
た
も
の
が
出
て
来
た
。
其

等
に
は
、
互
ひ
に
、
自
然
の
寂
し
さ
・
人
事
の
無
聊
を
述
べ
交カハ
す
様
に
な
り
、
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短
歌
固
有
の
細
み
と
、
仏
徒
の
生
活
情
調
と
が
融
合
し
た
。
さ
う
し
て
稍やや
、

東
洋
思
想
特
有
の
型
に
入
つ
た
、
単
純
に
し
て
力
勁づよ
い
、
静
か
で
湛
へ
た
も

の
ゝ
姿
を
と
つ
て
来
た
。

短
歌
の
上
の
細
み
は
、
元
来
、
修
道
禁
欲
か
ら
生
れ
る
辛
苦
の
結
晶
で
は
な

い
。
恣
ほ
し
い
ま
まに
放
つ
て
置
い
て
、
而
も
、
湧
然
と
し
て
動
き
来
り
、
心
を
掠
め
去

る
瞬
間
の
影
で
あ
る
。
あ
る
態
度
の
生
活
者
に
限
つ
て
達
し
得
る
心
境
で
は

な
く
、
凡
下
ぼ
ん
げ
の
者
の
飽
満
の
上
に
も
来
る
響
き
で
あ
つ
た
。
西
行
を
代
表
と

し
て
完
成
し
た
形
の
細
み
は
稍
、
形
が
歪
ん
で
出
て
居
る
。
鎌
倉
室
町
の
京

・
東
ア
ヅ
マの
五
山
の
禅
僧
の
漢
文
学
の
影
響
を
、
極
度
に
と
り
入
れ
た
後
世
の
文

学
・
芸
術
・
芸
道
が
、
西
行
の
境
地
を
更
に
拡
げ
て
、
細
み
を
、
不
惑
に
基

礎
を
据
ゑ
た
さ
び
に
徹
せ
し
め
た
の
も
無
理
は
な
い
。
唯
、
短
歌
に
於
て
は
、
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江
戸
に
も
明
治
に
も
、
さ
び
に
煩
は
さ
れ
た
も
の
は
な
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
、

此
歪
ん
だ
形
の
細
み
を
以
て
、
歌
の
本
質
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
様
な
場
合
が
往

々
あ
つ
た
。
古
今
無
名
氏
の
歌
に
還
れ
、
万
葉
の
家
持
に
戻
れ
、
更
に
、
黒

人
の
細
み
を
回
復
せ
よ
、
と
言
ひ
た
い
。

此
二
つ
の
時
代
に
か
け
て
の
僧
家
の
歌
は
、
さ
う
し
た
時
々
の
問
ひ
交
し
の

歌
及
び
、
其
か
ら
導
か
れ
た
独
白
の
時
々
に
、
細
み
が
見
ら
れ
る
。
其
外
は

概
し
て
、
驚
く
ほ
ど
に
騒
々
し
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
奈
良
以
来
、
僧
家

の
歌
は
、
宮
廷
流
行
の
表
現
法
に
は
遠
い
古
風
な
も
の
で
あ
り
、
散
文
律
を

交
へ
、
ま
た
口
語
脈
さ
へ
混
じ
さ
せ
て
ゐ
る
。
後
の
明
恵
の
如
き
は
其
著
し

い
も
の
で
あ
る
。
讃
歌
・
釈
教
歌
な
ど
も
、
随
う
て
、
漢
語
・
漢
語
音
か
ら

来
る
変
態
律
で
、
国
文
脈
を
動
揺
さ
せ
て
ゐ
る
。
此
等
は
僧
家
に
も
あ
る
が
、
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貴
族
の
人
の
仏
典
を
讃
す
る
歌
を
作
る
場
合
に
、
殊
に
其
癖
を
著
し
く
見
せ

て
ゐ
る
。
此
は
、
講
式
の
讃
歌
の
口
調
を
短
歌
に
も
移
し
た
の
で
、
古
い
物

に
は
其
癖
は
わ
り
に
尠
い
。
此
頃
の
物
に
は
、
仏
典
を
和
讃
す
る
場
合
は
勿

論
、
仏
者
関
係
の
物
か
ら
、
更
に
唯
の
歌
に
す
ら
、
さ
う
し
た
言
語
情
調
を

好
ん
で
入
れ
る
様
に
な
つ
た
。

　
　
呼
子
ヨ
ブ
コ
鳥
。
う
き
世
の
人
を
さ
そ
ひ
出
で
よ
。
入 

於 

深 

山 

ニ
フ
オ
ジ
ン
セ
ン

。
思 

惟 

仏 

シ
ユ
ヰ
ブ
ツ
ダ

　
　
道 ウ
　
良
経
（
月
清
集
）

　
　
時
に
よ
り
、
す
ぐ
れ
ば
　
民
の
な
げ
き
な
り
。
八
大
龍
王
。
雨
や
め
た

　
　
ま
へ
（
実
朝
）

此
等
は
ま
た
仏
語
を
国
語
脈
に
と
り
込
ん
で
ゐ
る
が
、
此
な
ど
は
極
端
な
例

で
あ
る
。
連
歌
の
一
体
と
す
ら
見
る
事
の
出
来
る
程
、
思
ひ
き
つ
た
試
み
で
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あ
る
。

金
葉
・
詞
花
の
時
代
は
、
短
歌
の
創
作
動
機
が
鈍
つ
て
、
或
は
、
連
歌
が
室

町
を
待
た
ず
に
勢
力
を
持
つ
に
到
つ
た
か
も
知
れ
な
い
状
態
に
な
つ
て
居
た

ら
し
い
。
歌
学
・
歌
論
は
喧
し
く
な
つ
て
も
、
文
学
製
作
階
級
は
、
短
歌
に

興
味
を
失
ひ
出
し
て
居
た
。
其
を
と
も
か
く
盛
り
返
し
た
の
は
、
俊
成
の
努

力
で
あ
る
。
武
家
や
、
僧
家
に
歌
人
の
出
た
の
も
、
短
歌
が
公
家
を
去
ら
う

と
し
て
ゐ
た
形
勢
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。

千
載
集
は
、
と
も
か
く
も
、
平
安
中
期
以
後
の
歌
風
の
変
遷
を
、
一
つ
処
に

集
め
て
見
せ
る
様
な
歌
集
で
あ
る
。
あ
る
側
は
極
め
て
複
雑
化
し
、
あ
る
側

の
人
々
は
「
た
ゞ
ご
と
」
を
し
か
述
べ
て
居
な
い
。
一
代
前
の
新
派
も
旧
派

も
、
茲ここ
に
は
肩
を
並
べ
て
居
る
。
而
も
、
俊
成
・
西
行
等
の
当
代
の
代
表
歌

70短歌本質成立の時代



風
も
見
え
、
直
に
迫
つ
て
ゐ
る
新
古
今
時
代
を
待
ち
あ
ぐ
ん
だ
人
々
の
作
さ

へ
も
含
め
て
居
る
の
で
あ
る
。

新
古
今
集
の
時
代
は
、
女
房
が
文
学
上
の
実
力
を
失
ひ
か
け
て
居
る
事
が
、

ま
づ
目
に
つ
く
。
才
女
と
言
は
れ
た
宮
内
卿
の
如
き
は
、
新
古
今
の
発
足
点

に
低
回
し
て
ゐ
た
。
天
分
は
あ
つ
て
も
、
変
化
は
出
来
な
か
つ
た
ら
し
い
。

此
等
の
基
礎
は
、
此
女
房
の
腕
を
振
う
た
所
と
一
致
し
て
ゐ
る
。
経
信
以
来

の
絵
様
見
立
て
を
、
動
的
に
描
き
改
め
た
。
さ
う
し
て
、
其
画
面
を
美
し
く

す
る
者
は
、
其
物
を
目
的
に
し
て
、
其
を
以
て
、
彩
り
絵
の
美
し
さ
の
上
で

変
化
を
示
さ
う
と
し
た
。
情
景
の
変
化
や
、
時
間
の
推
移
の
静
か
な
調
和
で

あ
つ
た
。
総
べ
て
、
美
の
思
ひ
が
け
な
い
発
見
を
目
が
け
た
。
静
的
な
美
を

動
的
に
、
平
凡
を
趣
向
に
よ
つ
て
、
美
を
衝
か
う
と
し
た
。
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だ
が
、
此
種
の
作
物
に
は
、
中
心
た
る
自
然
の
変
化
に
関
心
し
す
ぎ
る
か
ら
、

矛
盾
や
、
曲
解
の
露
れ
る
不
安
が
あ
る
。
絵
様
を
浮
世
画
に
替
へ
れ
ば
、

「
冬
の
田
は
、
山
葵
わ
さ
び
お
ろ
し
の
様
に
見
え
」
な
ど
言
ふ
川
柳
の
穿うが
ち
に
な
つ

て
了
ふ
の
で
あ
る
。
此
は
感
覚
的
現
実
た
る
べ
き
も
の
に
、
空
想
的
誇
張
を

前
提
と
し
て
ゐ
る
の
だ
。
美
し
さ
に
は
心
惹
か
れ
て
も
、
結
局
、
美
の
根
柢

が
自
然
を
「
我ガ
」
で
変
造
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
と
ひ
、
誇
張
が
な
く

と
も
、
自
然
か
ら
人
為
に
似
た
現
象
を
抽
き
出
し
て
来
た
も
の
す
ら
、
高
級

な
も
の
で
な
い
の
に
、
か
う
し
た
作
風
は
空
想
だ
か
ら
駄
目
で
あ
る
。

中
に
は
、
言
ひ
ま
は
し
一
つ
で
、
物
珍
し
く
見
せ
か
け
た
も
の
さ
へ
あ
る
。

良
経
の
早
い
頃
の
作

　
　
桜
さ
く
比
良
の
山
風
、
吹
く
ま
ゝ
に
、
花
に
な
り
ゆ
く
　
志
賀
の
浦
な
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み
（
千
載
集
）

は
、
宮
内
卿
の
「
花
さ
そ
ふ
比
良
の
山
風
ふ
き
に
け
り
。
こ
ぎ
ゆ
く
舟
の
跡

見
ゆ
る
ま
で
（
新
古
今
）
」
と
相
影
響
す
る
所
が
あ
ら
う
が
、
此
は
四
句
と

五
句
と
の
修
辞
上
の
か
ね
あ
ひ
か
ら
出
る
興
味
で
、
其
が
虚
象
を
描
く
処
に
、

価
値
が
繋
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
新
古
今
に
は
ま
だ
外
に
、
此
風
は
残
つ
て
ゐ
る
。

此
等
か
ら
見
れ
ば
、

　
　
お
も
か
げ
に
花
の
姿
を
さ
き
だ
て
ゝ
、
い
く
へ
こ
え
き
ぬ
。
峯
の
し
ら

　
　
雲
（
新
勅
撰
）

俊
成
の
此
方
は
、
姿
を
印
象
す
る
こ
と
は
尠
く
、
気
分
に
絡
み
つ
い
て
行
く

だ
け
に
強
い
。
前
者
よ
り
は
空
想
分
子
の
多
い
に
拘
ら
ず
、
不
安
な
印
象
を

与
へ
る
こ
と
は
尠
い
。
か
う
し
た
情
趣
を
こ
め
た
自
然
描
写
が
、
空
想
を
払
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ひ
去
つ
て
、
健
や
か
に
成
長
し
た
の
が
、
後
の
玉
葉
・
風
雅
の
歌
の
主
流
で

あ
る
。
新
古
今
は
早
く
彼かの
二
集
に
行
く
筈
で
あ
つ
た
の
が
、
逸
れ
た
の
で
あ

る
。

新
古
今
の
当
時
は
、
文
学
の
天
賦
豊
か
な
人
が
集
り
過
ぎ
た
。
雰
囲
気
は
あ

ま
り
に
濃
厚
で
あ
つ
た
。
表
現
法
・
技
巧
が
、
互
ひ
に
鋭
敏
に
影
響
し
あ
う

た
。
鑑
賞
法
も
ど
ん
〳
〵
移
つ
て
行
つ
た
為
、
歌
柄
を
変
へ
ず
に
は
居
な
か

つ
た
。
内
容
形
式
両
方
面
の
約
束
は
、
圏
外
の
人
々
を
と
り
残
し
て
、
速
か

に
展
開
し
て
行
つ
た
。
一
人
の
新
手
法
は
模
倣
と
言
ふ
に
は
あ
ま
り
に
早
く
、

他
の
人
々
の
創
作
動
機
に
入
り
こ
ん
で
ゐ
た
。

　
　
春
の
夜
の
夢
の
う
き
は
し
、
と
だ
え
し
て
、
峯
に
わ
か
る
ゝ
横
雲
の
空

　
　
（
定
家
）
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霞
立
つ
末
の
松
山
。
ほ
の
／
″
＼
と
、
浪
に
は
な
る
ゝ
横
雲
の
空
（
家

　
　
隆
）

と
の
「
…
…
に
…
…
る
ゝ
横
雲
の
空
」
の
句
は
、
調
子
か
ら
言
へ
ば
、
一
つ

物
で
あ
る
。
必
、
一
方
の
拍
子
が
、
一
方
の
作
者
の
内
律
を
刺
戟
し
て
、
一

首
全
体
を
纏
め
る
や
う
に
さ
せ
た
に
違
ひ
な
い
。
前
の
宮
内
卿
・
良
経
の
作

物
も
、
強
い
印
象
が
即
時
又
は
時
を
隔
て
ゝ
、
創
作
動
機
を
衝
い
た
為
に
、

類
似
の
発
想
法
を
促
し
た
の
で
あ
る
こ
と
は
言
へ
る
。
語
・
句
か
ら
歌
の
様

態
ま
で
も
、
人
々
の
間
に
伝
染
し
た
。
語
・
句
の
流
行
や
、
意
義
変
化
な
ど

は
、
仲
間
内
で
は
、
急
速
な
も
の
で
あ
る
。
其
為
に
、
変
態
的
な
発
想
法
が
、

沢
山
に
出
来
て
、
其
が
直
に
成
長
し
た
。
「
お
も
か
げ
に
」
の
類
の
歌
に
出

て
ゐ
る
執
こ
い
ま
で
の
抒
情
気
分
は
、
も
う
一
歩
進
め
れ
ば
「
春
の
歌
」
か
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「
恋
歌
」
か
の
弁わか
ち
が
つ
か
な
く
な
る
。

一
体
、
叙
事
詩
時
代
か
ら
伝
つ
た
はつ
た
情
景
纏
綿
の
発
想
法
は
、
短
歌
様
式
に
特

殊
な
気
分
を
つ
け
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
其
に
力
添
へ
る
者
は
、
枕
詞
・
序

歌
・
懸
け
詞
・
縁
語
・
本
歌
な
ど
で
あ
る
。
新
古
今
同
人
の
最
努
め
た
の
は

「
恋
歌
」
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
疑
ひ
が
な
い
。
彼
等
の
最
洗
練
せ
ら
れ
た
技

巧
は
、
其
部
に
見
え
て
ゐ
る
。
如
何
に
し
て
、
語
の
陰
を
多
く
重
ね
、
幻
影

を
匂
ひ
や
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
。
ど
う
す
れ
ば
、
気
分
効
果
を
深
め
、

愛
執
纏
綿
の
情
調
を
出
す
事
が
出
来
よ
う
か
。
此
が
彼
等
の
執
意
で
、
実
感

は
顧
る
こ
と
な
く
、
風
情
に
重
き
を
置
い
た
。
贈
答
以
外
の
恋
を
題
材
に
し

た
、
力
こ
め
た
作
物
は
、
大
抵
閨
怨
で
あ
る
。
俊
成
以
来
、
短
歌
製
作
の
為

の
源
氏
物
語
研
究
な
ど
が
効
果
を
表
し
た
の
で
あ
る
。
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女
流
作
家
の
恋
歌
は
、
如
何
に
あ
は
れ
に
、
如
何
に
世
の
常
な
ら
ず
焦
る
ゝ

か
を
表
さ
う
と
し
て
、
心
理
解
剖
に
陥
つ
て
ゐ
る
が
、
尚
自
分
に
即つ
け
て
歌

う
て
ゐ
る
。
併
し
、
新
古
今
の
主
流
の
も
の
は
、
作
者
は
す
つ
か
り
離
れ
て

ゐ
て
、
歌
の
上
に
物
語
の
女
の
俤
を
う
つ
し
出
さ
う
と
す
る
、
小
説
作
家
の

態
度
で
あ
る
。
さ
う
し
た
女
の
心
境
を
外
界
の
風
物
に
絡
み
あ
は
せ
て
気
分

的
に
表
さ
う
と
す
る
。
譬
喩
と
言
ふ
よ
り
は
、
象
徴
に
近
づ
い
た
も
の
も
あ

る
。
が
、
す
べ
て
言
語
の
修
辞
効
果
を
利
用
し
て
、
心
と
物
と
の
間
に
浮
ぶ

虚
象
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
其
ぴ
つ
た
り
合
一
せ
ぬ
点
が
、

譬
喩
に
な
つ
て
了
は
な
い
で
ゐ
る
。
此
矛
盾
か
ら
起
る
気
分
が
、
象
徴
風
の

効
果
に
近
づ
か
せ
る
の
で
あ
る
。
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九
　
幽
玄
体

併
し
、
此
所
謂
幽
玄
体
な
る
発
想
法
も
、
新
古
今
集
に
始
ま
つ
た
こ
と
で
は

な
く
、
前
代
か
ら
段
々
積
り
積
つ
た
結
果
の
整
理
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
恋
歌
」
に
は
、
と
り
わ
け
内
容
の
複
雑
な
も
の
が
、
次
第
に
多
く
な
つ
て

来
た
。
余
裕
あ
る
古
風
な
感
情
な
ら
、
枕
詞
以
下
の
助
け
を
借
り
て
、
一
首

の
中
に
畳
み
こ
ん
で
も
置
け
る
。
が
、
お
な
じ
複
雑
で
も
当
代
の
尖トガ
つ
た
生

活
情
調
は
、
さ
う
し
た
修
辞
法
で
は
表
さ
れ
な
い
。
其
で
、
女
房
等
の
「
恋

歌
」
に
は
、
直
截
な
表
現
法
を
と
つ
た
も
の
が
多
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
内

容
が
多
過
ぎ
る
の
を
、
技
巧
を
以
て
三
十
一
音
に
は
め
こ
ん
だ
為
、
其
発
想

上
の
曲
節
は
お
も
し
ろ
い
が
、
意
義
の
会
得
し
に
く
い
物
も
あ
つ
た
。
其
等
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の
歌
か
ら
感
じ
ら
れ
る
暗
示
的
効
果
は
多
い
。

か
う
し
た
女
房
歌
か
ら
出
て
、
実
生
活
か
ら
遠
の
い
た
表
現
だ
か
ら
、
出
来

る
だ
け
言
語
の
影
・
幻
を
駆
使
す
る
こ
と
に
な
つ
た
こ
と
も
、
一
面
の
事
実

で
あ
ら
う
。
尚
一
つ
は
、
平
安
末
に
な
つ
て
、
殊
に
屡
し
ば
し
ば行
は
れ
た
神
仏
の
託

宣
歌
は
、
半
以
上
理
会
出
来
な
い
物
の
、
却
つ
て
包
容
す
る
所
広
く
、
神
秘

観
を
誘
ふ
こ
と
が
多
か
つ
た
。
其
等
の
影
響
も
、
歌
と
神
仏
と
の
神
秘
関
係

を
、
今
一
度
新
に
考
へ
直
し
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
さ
う
し
た
超
描
写
性
の

効
果
に
思
ひ
あ
た
る
様
に
な
つ
た
事
情
も
あ
ら
う
。

恋
歌
か
ら
出
た
発
想
法
が
、
他
に
も
及
ん
で
新
古
今
調
の
主
流
と
考
へ
ら
れ

た
も
の
が
成
立
し
た
の
だ
が
、
今
見
れ
ば
さ
う
言
つ
た
歌
は
わ
り
に
尠
く
、

唯
た
け
　
　
調
子
の
張
つ
た
上
に
、
単
調
を
救
ふ
曲
節
の
あ
る
こ
と
　
　
を
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目
安
と
し
て
ゐ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

　
　
う
つ
り
行
く
雲
に
、
嵐
の
声
す
な
り
。
散
る
か
、
ま
さ
き
の
葛
城
の
山

　
　
（
雅
経
）

な
る
ほ
ど
た
け
は
同
感
出
来
る
。
だ
が
、
其
為
に
「
散
る
か
ま
さ
き
の
」
の

句
が
確
実
性
を
失
う
た
。
殊
に
「
散
る
か
」
の
効
果
は
浮
い
た
も
の
に
な
つ

て
し
ま
う
た
。
お
な
じ
た
け
の
す
ぐ
れ
た
物
に
も

　
　
樗
ア
フ
チ咲
く
外
面
ソ
ト
モ
の
木
か
げ
　
露
お
ち
て
、
五
月
雨
霽は
る
ゝ
風
わ
た
る
な
り

　
　
（
忠
良
）

か
う
言
つ
た
見
事
な
歌
が
な
い
で
は
な
い
の
に
。

新
古
今
時
代
に
な
つ
て
調
子
の
緊
張
が
問
題
に
な
つ
て
来
た
の
は
、
万
葉
の

影
響
も
、
多
少
出
て
来
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
調
子
を
変
化
さ
せ
る
の
は
、
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新
語
や
歌
詞
で
短
歌
を
改
革
し
よ
う
と
す
る
よ
り
は
内
的
で
、
意
義
が
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
万
葉
の
気
魄
を
再
現
し
て
新
し
い
生
命
を
短
歌
に
齎
も
た
らさ
う
な
ど
ゝ

は
、
考
へ
て
も
見
な
か
つ
た
。
併
し
、
純
粋
な
叙
景
の
歌
に
よ
い
物
が
散
ら

ば
つ
て
ゐ
る
の
は
、
経
信
以
後
の
発
達
と
ば
か
り
は
思
は
れ
ぬ
。
西
行
あ
た

り
に
も
、
既
に

　
　
よ
ら
れ
つ
る
野
も
せ
の
草
の
　
か
げ
ろ
ひ
て
、
涼
し
く
曇
る
　
夕
立
の

　
　
空
（
新
古
今
）

の
様
な
趣
向
も
な
く
、
抒
情
味
を
も
露
出
し
な
い
立
派
な
写
生
の
歌
が
あ
る
。

私
は
、
古
今
に
近
い
傾
向
の
万
葉
巻
八
・
巻
十
あ
た
り
の
四
季
の
歌
な
ど
が
、

直
接
間
接
に
与
へ
た
影
響
を
考
へ
に
入
れ
な
い
で
は
、
其
道
筋
の
わ
か
ら
ぬ

処
が
あ
る
様
に
思
ふ
。
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新
古
今
の
歌
風
の
中
、
調
子
と
、
叙
景
態
度
と
に
は
、
万
葉
の
影
響
を
無
視

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
ふ
。
万
葉
に
対
す
る
撰
者
等
の
理
会
の
程
度
す

ら
、
幼
稚
な
も
の
で
は
あ
つ
た
ら
し
い
が
。
と
こ
ろ
が
尚
一
つ
、
全
体
の
上

に
与
へ
た
外
の
影
響
が
考
へ
ら
れ
る
。
新
古
今
当
時
、
其
撰
者
同
人
等
は
、

連
歌
又
は
誹
諧
歌
を
も
弄
ん
だ
。
連
歌
は
新
し
い
興
味
と
し
て
、
可
な
り
喜

ば
れ
た
ら
し
く
、
作
物
も
多
く
残
つ
て
ゐ
る
。
連
歌
及
び
後
世
の
誹
諧
に
於

て
、
目
に
つ
く
句
法
は
下
句
の
緊
張
ぶ
り
で
あ
る
。
語
句
の
有
機
的
な
活
動

で
あ
る
。
更
に
附
け
合
ひ
の
不
即
不
離
の
状
態
で
あ
る
。
か
う
し
た
影
響
が
、

此
集
の
歌
人
の
「
た
け
」
を
生
み
、
快
く
敏
い
語
句
の
連
環
、
其
に
加
へ
て
、

意
義
の
不
透
徹
で
、
幽
か
に
通
ず
る
感
じ
の
あ
る
発
想
を
導
く
様
に
な
つ
た

と
も
言
へ
よ
う
。
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畢
竟
あ
ま
り
に
、
高
踏
的
に
構
へ
、
唯
美
主
義
に
溺
れ
た
為
で
あ
る
。
享
楽

態
度
を
持
ち
続
け
て
、
益
ま
す
ま
す深
み
へ
這
入
つ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
他
の
方
面

か
ら
見
る
と
、
事
実
此
頃
、
既
に
動
い
て
ゐ
た
短
歌
の
本
質
完
成
の
時
機
の

近
づ
い
て
来
た
事
の
予
想
が
、
才
人
た
ち
を
し
て
、
其
具
体
化
に
焦
慮
せ
し

め
た
の
で
あ
ら
う
。

後
鳥
羽
院
は
歴
代
天
子
の
中
で
、
第
一
流
の
文
学
の
天
分
を
示
し
て
入
ら
つ

し
や
る
。
歌
人
と
し
て
は
、
勿
論
、
第
一
位
に
据
ゑ
て
よ
い
方
で
あ
る
。
定

家
・
家
隆
を
は
じ
め
新
古
今
同
人
の
誰
よ
り
も
、
或
は
優
れ
て
居
ら
れ
た
か

も
知
れ
ぬ
。
唯
、
院
躬
み
づ
から
其
を
知
り
過
ぎ
て
居
ら
れ
た
様
に
見
え
る
。
其
あ

ま
り
と
し
て
院
の
好
み
が
、
多
く
新
古
今
に
現
れ
過
ぎ
た
。
此
技
巧
は
連
歌

か
ら
習
得
せ
ら
れ
た
も
の
が
多
い
様
だ
。
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見
わ
た
せ
ば
　
山
も
と
霞
む
水
無
瀬
川
。
夕
は
秋
と
　
な
に
お
も
ひ
け

　
　
む
（
新
古
今
）

此
下
句
の
附
け
方
な
ど
、
全
く
連
歌
で
あ
る
。
姿
の
張
り
も
、
語
句
の
利
き

方
も
、
連
歌
系
統
の
物
が
多
い
。

　
　
思
ひ
い
づ
る
を
り
焚
く
柴
の
夕
煙
。
む
せ
ぶ
も
う
れ
し
、
忘
れ
が
た
み

　
　
に
（
新
古
今
）

此
な
ど
の
緊
り
方
は
ど
う
も
、
連
誹
趣
味
で
あ
る
。
此
呪
ふ
べ
き
技
巧
に
囚

は
れ
な
が
ら
に
も
、
残
さ
れ
た
作
物
に
は
、
文
学
と
し
て
価
値
の
あ
る
物
が
、

尠
く
な
い
。
情
熱
と
技
巧
と
相
具
つ
た
方
だ
が
、
惜
し
い
事
に
は
技
巧
が
勝

つ
た
。
情
熱
に
任
せ
て
作
ら
れ
た
様
な
物
に
、
却
つ
て
佳
作
が
あ
る
。

良
経
も
院
同
様
、
時
代
の
文
学
態
度
に
呪
は
れ
た
一
人
で
あ
る
。
良
経
は
豊

84短歌本質成立の時代



か
な
天
賦
を
持
つ
て
生
れ
な
が
ら
、
其
を
ま
つ
直
に
は
伸
べ
な
い
で
了
う
た
。

彼
の
家
集
「
秋
篠
月
清
集
」
は
、
拘
泥
な
く
歌
う
た
痕
が
見
え
て
お
も
し
ろ

い
。
彼
は
、
院
ほ
ど
情
熱
家
で
は
な
い
。
色
々
な
試
み
も
し
て
ゐ
る
が
、
此

集
は
、
わ
り
あ
ひ
に
、
創
作
動
機
の
濃こま
や
か
に
動
い
た
痕
は
見
え
な
い
。
可

な
り
安
易
な
気
分
で
辞
を
つ
け
て
居
る
様
な
風
に
さ
へ
見
え
る
。
さ
う
し
た

時
々
優
美
に
徹
し
た
歌
を
交
へ
て
ゐ
る
。
「
月
清
集
」
は
謂
は
ゞ
、
彼
の
習

作
集
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
〇
　
家
集
と
撰
集
と

当
時
の
都
の
歌
風
か
ら
少
し
遅
れ
た
千
載
集
様
の
歌
口
を
保
つ
て
ゐ
た
に
限
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ら
ず
、
実
朝
が
、
万
葉
調
を
あ
る
点
ま
で
正
し
く
う
つ
し
出
し
た
こ
と
を
土

台
と
し
て
、
当
時
の
文
壇
を
考
へ
る
と
、
万
葉
集
の
と
り
扱
ひ
方
に
、
時
代

的
の
変
遷
が
見
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
。
私
の
一
つ
の
見
方
か
ら
す
る
と
、
短

歌
の
上
に
万
葉
の
影
響
の
正
面
か
ら
来
な
か
つ
た
理
由
も
訣
る
。
万
葉
調
は
、

古
今
風
が
短
歌
の
正
調
と
き
め
ら
れ
て
ゐ
た
時
代
に
は
、
あ
る
軽
み
と
、
背

優
美
味
が
感
じ
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
近
代
で
見
て
も
、
万
葉
の
中
、
常

に
人
に
喜
ば
れ
易
か
つ
た
の
は
、
戯
咲
歌
或
は
其
一
類
の
即
興
歌
な
ど
の
、

優
美
至
上
主
義
者
に
と
つ
て
は
、
あ
ま
り
に
露
骨
な
滑
稽
感
を
誘
ふ
実
生
活

に
近
い
作
物
で
あ
つ
た
。
真
淵
の
様
に
万
葉
の
巻
一
・
二
を
本
体
と
し
た
人

は
別
だ
が
、
単
な
る
万
葉
調
歌
人
は
、
人
間
の
哀
感
と
も
つ
か
ず
、
あ
き
ら

め
と
も
つ
か
ず
、
ち
や
か
し
気
分
と
も
つ
か
ず
、
楽
天
態
度
と
も
つ
か
な
い
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も
の
を
、
多
く
万
葉
調
に
よ
せ
て
ゐ
る
。
其
に
よ
つ
て
、
生
活
気
分
の
他
人

と
違
う
て
ゐ
る
こ
と
の
明
ら
か
な
、
自
覚
を
見
せ
て
ゐ
る
。

似
た
事
は
、
平
安
末
・
鎌
倉
初
め
、
古
今
調
短
歌
固
定
時
代
に
も
言
へ
よ
う
。

万
葉
の
歌
風
・
調
子
な
ど
が
、
連
歌
誹
諧
歌
趣
味
を
刺
戟
す
る
も
の
と
し
て
、

此
頃
の
感
じ
方
か
ら
見
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
新
興
の
連
歌
が
、
式
目
を
言

つ
て
、
文
学
論
を
持
つ
と
共
に
短
歌
に
於
け
る
古
今
の
位
置
に
、
本
拠
と
し

て
万
葉
集
を
据
ゑ
る
こ
と
は
、
あ
り
さ
う
で
あ
る
。
短
歌
作
家
と
連
歌
作
者

と
が
、
実
際
ま
だ
専
門
化
し
て
岐
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
頃
で
あ
る
。
短
歌
・
連

歌
二
つ
な
が
ら
作
り
教
へ
る
や
う
な
、
隠
者
生
活
の
人
た
ち
が
あ
つ
て
、
さ

う
し
た
者
か
ら
得
た
感
化
で
は
あ
る
ま
い
か
。
仙
覚
が
頼
経
に
近
づ
い
て
行

つ
た
の
も
、
さ
う
し
た
事
情
に
考
へ
る
こ
と
も
出
来
る
と
思
ふ
。
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か
う
し
た
古
今
と
万
葉
と
の
対
立
の
為
に
、
当
時
の
人
は
、
万
葉
を
読
ん
で

も
其
影
響
は
、
自
覚
的
に
は
う
け
容
れ
な
か
つ
た
も
の
、
と
見
た
方
が
よ
さ
ゝ

う
だ
。
実
朝
は
、
さ
う
し
た
間
に
、
習
得
し
、
会
得
す
る
こ
と
も
あ
つ
た
で

あ
ら
う
。
又
多
少
予
期
し
て
も
よ
か
ら
う
と
思
は
れ
る
添
刪
を
経
て
、
あ
ゝ

し
た
歌
を
こ
し
ら
へ
出
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
金
塊
集
一
部
に
は
、

第
一
短
歌
、
第
二
連
歌
か
ら
出
た
無
心
歌
　
　
ま
じ
め
な
　
　
態
度
の
作
物

と
が
ま
じ
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
其
当
時
の
目
で
見
れ
ば
一
見
、

無
心
派
め
い
た
作
物
が
、
実
朝
の
値
打
ち
を
高
め
た
万
葉
調
の
歌
で
あ
る
の

だ
。
其
に
し
て
も
、
彼
の
よ
い
方
の
歌
に
は
万
葉
の
調
子
の
外
に
、
讃
歌
調

が
あ
り
、
極ごく
、
く
だ
け
た
無
心
態
度
の
自
由
さ
か
ら
、
世
相
を
詠
ん
だ
も
の

な
ど
が
出
て
、
其
が
融
合
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
単
純
に
万
葉
一
本
の
調
子
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と
言
へ
な
い
や
う
で
あ
る
。

習
作
集
と
謂
へ
ば
、
家
隆
の
「 

壬 

二 

集 

ジ
ン
ジ
シ
フ

」
、
定
家
の
「
拾
遺
愚
草

シ
フ
ヰ
グ
サ
ウ
」
及
び

員
外
も
同
じ
く
、
下
書
き
歌
ま
で
も
録
し
た
物
で
あ
る
ら
し
い
。
新
古
今
其

他
の
勅
撰
集
に
出
た
も
の
以
外
の
、
此
等
の
集
に
こ﹅
み﹅
に
な
つ
て
ゐ
る
作
物

を
見
る
と
、
驚
く
ば
か
り
見
劣
り
が
す
る
。
彼
等
の
日
常
の
作
物
と
百
首
歌

や
歌
合
せ
な
ど
に
文
壇
意
識
を
交
へ
て
の
作
物
と
は
、
非
常
に
心
の
持
ち
方

に
開
き
の
あ
つ
た
事
が
訣
る
。
一
つ
は
、
召
し
歌
や
法
楽
歌
や
、
歌
合
せ
が
、

文
壇
の
生
命
・
傾
向
を
握
り
過
ぎ
る
様
に
な
つ
た
為
も
あ
る
。
歌
の
価
値
定

め
が
、
衆
議
制
に
拠
る
傾
き
は
、
平
安
末
か
ら
の
こ
と
で
、
明
ら
か
に
歌
合

せ
の
副
産
式
の
慣
例
で
あ
つ
た
。

其
延
長
と
し
て
起
つ
た
新
古
今
の
選
択
法
な
ど
は
、
明
ら
か
に
衆
議
を
土
台
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に
、
其
上
、
後
鳥
羽
院
の
鑑
賞
を
脇
に
し
て
ゐ
る
。
此
は
、
隠
岐
本
新
古
今

に
、
は
つ
き
り
見
え
て
ゐ
る
。
其
外
当
時
の
史
書
・
日
記
類
か
ら
も
知
れ
る
。

技
巧
と
、
冒
険
と
で
衆
議
制
に
優
位
を
占
め
よ
う
と
し
た
、
歌
人
仲
間
の
気

風
が
、
見
え
す
い
て
ゐ
る
。

衆
議
制
を
経
て
、
喧
伝
せ
ら
れ
た
も
の
を
採
用
す
る
の
が
、
文
壇
意
識
の
出

た
前
期
末
頃
か
ら
の
傾
向
で
、
其
が
一
面
、
他
派
の
非
難
を
防
ぐ
楯
に
も
な

つ
た
訣
だ
。
此
が
勅
撰
集
に
採
ら
れ
た
作
物
と
、
習
作
集
と
で
、
値
打
ち
の

違
つ
て
見
え
る
大
き
な
原
因
で
あ
つ
た
。
何
に
し
て
も
大
体
一
般
に
認
め
ら

れ
た
物
は
、
あ
る
点
に
於
て
、
均
整
な
り
、
的
確
な
り
、
普
遍
な
り
を
備
へ

て
ゐ
る
は
ず
で
あ
る
。
其
時
代
の
特
殊
な
病
的
鑑
賞
は
勿
論
あ
る
と
し
て
も
、

ま
づ
は
洗
練
せ
ら
れ
た
作
物
に
違
ひ
な
い
。
良
経
の
作
物
の
如
き
も
、
新
古
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今
に
出
た
物
は
、
あ
る
一
方
の
立
ち
場
か
ら
は
優
美
・
豊
満
・
閑
雅
・
濶
達

な
ど
讃
辞
を
尽
し
て
も
足
り
な
い
ほ
ど
、
貴
族
の
風
格
の
よ
さ
を
極
度
に
示

し
て
ゐ
る
。
し
か
し
生
気
は
欠
け
て
ゐ
る
。
た
け
は
あ
つ
て
も
、
彼
自
身
の

生
活
を
游
離
し
た
、
律
動
か
ら
出
て
ゐ
る
。
雑
然
た
る
習
作
集
に
は
、
性
格

や
、
境
遇
・
時
代
な
ど
が
不
用
意
の
間
の
自
由
な
拍
子
に
沁
み
出
て
ゐ
る
。

家
隆
・
定
家
の
作
物
の
如
き
も
、
習
作
集
は
極
め
て
平
凡
で
、
選
集
に
は
、

頗すこ
ぶ
る
、
特
色
を
見
せ
て
ゐ
る
の
は
、
そ
こ
に
原
因
が
あ
る
の
で
あ
つ
た
。

け
れ
ど
も
、
定
家
の
作
物
は
、
後
代
程
絶
対
価
値
が
認
め
ら
れ
、
ど
ん
な
も

の
で
も
、
自
由
に
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
八
代
集
の
後
の
選
集
が
採
つ

て
来
た
定
家
の
物
に
は
、
伝
襲
的
に
描
か
れ
た
面
目
と
違
つ
た
、
定
家
が
出

て
来
て
ゐ
る
。
此
は
技
巧
に
悩
ん
だ
後
、
晩
年
に
な
つ
て
、
平
易
で
自
在
な
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境
地
に
達
し
た
も
の
と
も
言
へ
る
。
が
、
さ
う
見
る
よ
り
も
、
自
由
な
習
作

の
中
に
現
は
れ
て
ゐ
た
定
家
の
よ
い
姿
な
の
で
あ
つ
た
。

私
は
、
此
解
説
の
む
や
み
に
長
く
な
つ
た
こ
と
を
恥
ぢ
な
が
ら
、
ま
だ
書
い

て
ゐ
る
。
此
過
剰
は
、
土
岐
さ
ん
を
困
ら
せ
、
出
版
元
を
苦
笑
ひ
さ
せ
る
に
、

も
う
十
分
過
ぎ
る
。
家
隆
と
定
家
と
の
比
較
を
論
じ
な
い
で
、
一
挙
に
新
続

古
今
・
新
葉
辺
に
到
達
す
る
幅
飛
び
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
て
ゐ

る
。
併
し
其
に
は
都
合
よ
く
、
此
本
に
択
ば
れ
た
作
者
の
時
代
が
一
飛
び
に

跨
げ
て
よ
い
様
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　
　
末
遠
き
若
葉
の
芝
生
　
う
ち
な
び
き
、
雲
雀
鳴
く
野
の
　
春
の
夕
ぐ
れ

　
　
（
定
家
）

な
ど
に
、
如
何
に
よ
い
暗
示
を
含
ん
で
ゐ
た
か
を
見
れ
ば
よ
い
。
定
家
の
子
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の
為
家
は
、
庸
物
を
以
て
目
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
私
は
彼
の
歌
に
あ
る
風
格

の
変
化
を
見
て
ゐ
る
。
此
が
其
伝
統
を
襲つ
い
だ
二
条
流
、
其
か
ら
更
に
連
歌

の
平
凡
趣
味
と
混
淆
し
て
悪
化
し
て
行
つ
た
後
世
の
堂
上
風
を
導
い
た
の
で

あ
る
。
彼
の
死
後
分
裂
し
た
二
条
・
冷
泉
・
京
極
の
三
流
の
中
、
前
二
者
の

流
派
か
ら
出
た
す
べ
て
の
勅
撰
集
及
び
、
多
く
の
家
集
は
、
今
日
ま
で
の
私

の
鑑
賞
法
か
ら
は
、
寧
、
劫
火
の
降
つ
て
整
理
し
て
く
れ
る
こ
と
を
望
ん
で

ゐ
る
。
其
程
、
個
性
と
輪
廓
と
の
ぼ
や
け
た
物
が
多
い
の
で
あ
る
。

土
岐
さ
ん
の
此
本
の
第
一
稿
は
、
さ
う
し
た
連
衆
の
作
物
の
検
査
に
ま
で
手

が
及
ん
で
ゐ
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
其
結
果
、
此
本
の
編
者
な
る
わ
が
友
を

し
て
「
あ
ゝ
、
呪
は
れ
た
千
数
百
年
の
短
歌
史
よ
」
と
叫
ば
せ
、
か
あ
ど
箱

を
投
げ
出
さ
し
め
た
。
其
程
、
今
後
も
出
る
は
ず
の
幾
人
の
忠
実
な
研
究
家
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・
鑑
賞
者
の
差
別
・
批
判
の
能
力
を
衰
弱
せ
し
め
る
に
十
分
な
類
型
の
堆
積

が
あ
る
の
で
あ
る
。

其
結
果
、
す
つ
か
り
態
度
を
替
へ
て
出
来
上
つ
た
の
が
此
本
で
、
実
は
、
土

岐
さ
ん
に
と
つ
て
は
第
一
次
の
大
き
な
む﹅
だ﹅
修
業
の
結
果
で
あ
る
。
読
者
諸

君
は
、
其
為
に
大
い
に
救
は
れ
る
事
に
な
つ
た
訣
で
あ
る
。
人
物
の
選
択
に

つ
い
て
は
、
議
論
も
あ
ら
う
け
れ
ど
、
其
に
は
私
も
責
任
の
片
棒
を
落
し
て

ゐ
る
。
敢
へ
て
此
よ
き
友
が
き
の
上
に
、
更
に
反
古
張
り
の
楯
を
竪
て
る
所

以
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
一
　
新
葉
集
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南
朝
の
新
葉
集
の
値
ぶ
み
は
、
昔
か
ら
歴
史
の
背
景
を
勘
定
に
入
れ
過
ぎ
て

か
ゝ
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
が
、
二
条
伝
統
の
欽
定
　
　
此
集
は
準

勅
撰
集
　
　
歌
集
で
は
、
ま
づ
殆
ど
、
最
後
の
飛
躍
を
示
し
た
も
の
と
言
う

て
よ
か
ら
う
。
後
醍
醐
院
の
気
魄
は
、
技
巧
を
経
れ
ば
、
後
鳥
羽
院
の
其
に

達
す
る
で
あ
ら
う
。
藤
原
師
賢
の
叙
事
と
抒
情
と
の
調
和
　
　
や
ゝ
感
傷
に

過
ぎ
る
が
　
　
し
た
態
度
は
、
此
集
の
後
世
か
ら
与
へ
ら
れ
た
値
う
ち
づ
け

の
第
一
の
目
安
ら
し
い
が
、
彼
は
確
か
に
成
功
し
た
作
物
を
残
し
た
。
此
集

に
な
つ
て
自
叙
伝
歌
集
の
態
度
が
、
明
ら
か
に
復
活
し
て
来
た
の
で
あ
つ
た
。

其
中
、
殊
に
個
性
の
明
ら
か
な
の
は
、
何
と
言
う
て
も
、
後
村
上
天
皇
で
あ

ら
う
。
表
現
の
的
確
さ
は
乏
し
い
け
れ
ど
も
、
が﹅
ら﹅
の
極
め
て
大
き
な
歌
口

で
あ
る
。
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新
葉
集
は
、
詞
書
き
の
殊
に
多
く
、
長
い
も
の
ゝ
沢
山
あ
る
集
で
あ
る
。
其

だ
け
、
事
実
と
即
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
若
し
二
条
系
統
の
無
刺
戟
に
、
円

ら
か
な
調
子
が
、
今
少
し
揺
ぎ
出
し
、
せ
め
て
京
極
系
統
の
客
観
態
度
が
出

て
来
て
ゐ
た
ら
、
も
つ
と
我
々
を
感
激
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ら
う
と

思
ふ
。
此
集
は
全
体
と
し
て
、
南
朝
の
抒
情
連
作
歌
集
と
見
て
も
よ
い
で
あ

ら
う
。

歌
の
師
範
家
は
、
其
最
初
か
ら
、
公
家
武
家
の
譏
嫌
き
げ
ん
を
見
る
の
に
敏
か
つ
た
。

定
家
に
な
る
と
一
の
檀
那
を
失
ふ
と
同
時
に
、
第
二
の
擁
護
者
の
軒
に
其
影

を
現
し
て
ゐ
た
。
主
従
関
係
を
游
離
し
た
芸
道
指
南
者
の
生
活
法
が
生
れ
て

来
た
の
で
あ
る
。
公
子
公
女
の
文
学
顧
問
で
あ
つ
た
女
房
の
位
置
に
、
外
部

か
ら
入
り
替
ら
う
と
し
て
、
隠
者
の
一
部
な
る
入
道
歌
人
・
居
士
学
者
が
、
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其
伝
統
を
構
へ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
代
々
、
其
擁
護
者
の
家
に
出
入
で
い
り
し

て
、
そ
れ
を
高
家
に
負
う
て
、
他
の
派
に
対
抗
し
た
。
定
家
以
前
は
元
よ
り
、

以
後
も
、
六
条
家
伝
統
の
者
や
、
隠
者
の
歌
人
・
学
者
が
あ
つ
た
け
れ
ど
、

皆
多
く
武
家
を
檀
那
と
し
て
、
宮
廷
・
公
家
を
遠
ざ
か
つ
た
。
源
光
行
等
の

系
統
が
、
其
著
し
い
も
の
だ
。
さ
う
さ
せ
た
の
は
、
定
家
伝
統
の
師
範
家
と

其
背
景
の
力
で
あ
つ
た
。
武
家
に
出
入
り
し
た
隠
者
系
統
の
者
は
、
遂
に
は

連
歌
に
傾
く
か
、
で
な
く
ば
、
事
大
的
に
宮
廷
の
師
範
家
の
支
配
を
受
け
る

様
に
な
つ
た
。
さ
う
し
て
後
者
と
て
も
、
次
第
に
連
歌
誹
諧
歌
の
方
に
向
つ

て
、
時
好
の
中
心
を
覓もと
め
て
行
つ
た
。

歌
道
師
範
家
と
言
う
て
も
、
か
う
し
た
気
風
で
あ
つ
て
、
職
業
化
し
て
し
ま

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
大
覚
寺
派
は
伝
統
的
に
二
条
家
を
擁
護
し
、
持
明
院
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統
は
之
に
対
し
て
京
極
家
を
眷
顧
し
た
。
都
を
出
た
南
朝
に
は
二
条
の
伝
統

は
あ
つ
て
も
、
師
範
家
は
京
に
止
つ
て
、
京
極
家
を
失
う
て
後
の
持
明
院
派

を
新
し
い
大
檀
那
と
憑
ん
で
ゐ
た
。
「
新
葉
集
」
は
、
此
に
対
す
る
強
い
反

感
か
ら
生
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

短
歌
は
南
北
朝
に
入
つ
て
、
再
、
前
途
の
光
明
を
失
う
て
し
ま
う
た
。
で
も

勅
撰
集
は
、
師
範
の
面
目
を
維
持
す
る
為
の
無
意
義
の
頻
繁
を
続
け
た
後
、

ふ
つ
つ
り
と
永
久
に
断
絶
し
て
了
う
た
。
二
条
良
基
等
の
愛
著
と
隠
者
た
ち

の
努
力
と
に
よ
つ
て
、
文
学
論
と
制
約
と
歴
史
的
根
拠
と
高
雅
な
形
式
を
装

ふ
様
に
な
つ
た
連
歌
は
、
此
間
に
準
勅
撰
集
と
し
て
、
唯
一
の
文
学
だ
つ
た

短
歌
と
肩
を
比なら
べ
さ
う
な
機
運
を
率ひ
き
つ
け
て
ゐ
た
。
「
菟
玖
波
集
」
の
編

纂
二
十
巻
が
此
で
あ
る
。
短
歌
は
、
次
第
に
連
歌
化
し
て
ゆ
く
。
連
歌
は
次
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第
に
文
学
化
し
て
来
る
。
か
う
し
た
時
勢
に
、
伝
習
の
惰
力
の
振
ひ
落
ち
る

時
が
迫
つ
て
来
た
。
朝
廷
で
は
、
既
に
此
期
の
初
め
に
当
つ
て
、
我
が
国
信

仰
上
の
一
大
事
た
る
伊
勢
斎
宮
の
群
行
を
廃
止
せ
ら
れ
た
。
神
と
巫
女
と
の

間
に
発
生
し
た
歌
の
末
が
、
茲
に
退
転
す
る
の
は
、
理
を
超
越
し
て
、
何
だ

か
、
当
然
の
帰
結
ら
し
い
気
が
す
る
。

此
時
代
に
入
る
少
し
前
、
持
明
院
派
で
は
、
京
極
為
兼
を
迎
へ
用
ゐ
ら
れ
た
。

為
兼
は
、
藤
原
資
朝
が
建
武
中
興
の
企
て
の
中
心
人
物
と
な
る
事
に
、
大
き

な
刺
戟
を
与
へ
た
ほ
ど
の
　
　
徒
然
草
、
為
兼
配
流
の
条
　
　
人
と
伝
へ
ら

れ
る
。
時
代
変
改
の
予
感
者
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
彼
は
、
民
間
の
隠
者
歌

の
影
響
を
受
け
た
と
共
に
、
万
葉
集
の
時
代
的
の
理
会
と
し
て
は
最
よ
い
程

度
に
達
し
て
ゐ
た
様
で
あ
る
。
其
上
、
新
古
今
の
早
く
忘
れ
て
過
ぎ
た
、
真
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の
は
な
や
か
で
、
正
確
な
写
生
態
度
を
会
得
し
て
ゐ
た
。
其
を
明
ら
か
に
意

識
し
た
の
は
、
こ
の
頃
の
連
歌
の
叙
景
態
度
か
ら
も
来
て
ゐ
よ
う
。
彼
は
其

に
止
ら
な
い
で
、
行
き
つ
ま
つ
た
歌
の
題
材
は
、
歌
風
は
ど
う
し
て
展
開
し

て
行
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
、
と
い
ふ
悶
え
を
、
常
に
抱
い
て
居
た
ら
し
く

思
は
れ
る
。

彼
は
、
先
へ
〳
〵
と
進
ん
で
行
つ
た
。
彼
は
更
に
言
語
の
象
徴
性
を
極
端
に

伸
し
、
描
写
性
を
振
り
捨
て
よ
う
と
す
る
試
み
か
ら
、
新
古
今
歌
人
に
成
功

せ
な
か
つ
た
幽
玄
体
を
完
成
し
よ
う
と
し
た
。
彼
の
此
企
て
の
内
的
に
進
ん

だ
処
は
よ
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
結
局
さ
う
し
た
企
て
の
帰
著
が
、
芸
術
の

破
壊
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
江
戸
の
俳
人
の
象
徴
派

が
試
み
た
こ
と
は
、
彼
が
鎌
倉
の
末
に
手
を
つ
け
て
、
失
敗
の
轍てつ
を
示
し
て
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置
い
た
の
で
あ
つ
た
。
彼
は
、
自
分
の
後
進
者
に
は
、
こ
の
方
面
に
は
進
ま

せ
よ
う
と
せ
な
か
つ
た
ら
し
い
。
彼
の
撰ツク
つ
た
選
集
の
「
玉
葉
」
及
び
、
其

系
統
の
「
風
雅
」
の
二
勅
撰
集
は
、
毘
沙
門
堂
　
　
彼
の
派
の
別
名
　
　
風

の
よ
い
方
面
を
示
し
て
ゐ
る
。

其
頃
に
は
、
よ
い
教
導
者
を
戴
い
て
出
来
た
よ
い
雰
囲
気
の
上
に
、
優
れ
た

多
く
の
宮
廷
歌
人
が
出
た
。
其
最
注
意
し
て
よ
い
の
は
、
男
性
で
は
伏
見
院
、

女
性
で
は
永
福
門
院
で
あ
る
。
私
は
玉
葉
・
風
雅
二
集
の
為
に
、
今
ま
で
書

い
た
文
章
位
の
分
量
の
評
論
を
作
つ
て
見
て
も
飽
く
ま
い
。
け
れ
ど
も
今
は
、

思
ひ
切
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
、
土
岐
さ
ん
の
此
本
が
機
縁
に
な
つ
て
、
歌

の
邪
道
・
地
獄
の
歌
と
ま
で
、
二
条
派
及
び
其
末
流
並
び
に
伝
説
を
信
じ
て

研
究
を
怠
つ
た
耳
食
の
学
者
た
ち
か
ら
、
久
し
く
呪
は
れ
て
ゐ
た
玉
葉
・
風
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雅
が
、
正
し
い
鑑
賞
の
下
に
置
か
れ
る
様
に
な
つ
た
こ
と
を
欣
ば
ず
に
居
ら

れ
な
い
。
此
為
に
此
文
章
は
、
有
頂
天
の
嬉
し
さ
を
持
ち
つ
ゞ
け
て
、
く
ど

〳
〵
書
か
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

今
一
つ
、
言
ひ
添
へ
る
未
練
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
明
敏
な
読
者
に
は
、
既
に

悟
ら
れ
た
筈
の
事
を
、
更
に
明
ら
か
に
し
て
置
き
た
い
。
我
々
の
時
代
ま
で

考
へ
て
来
た
所
の
短
歌
の
本
質
と
言
ふ
も
の
は
、
実
は
玉
葉
・
風
雅
に
、
完

成
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
世
の
中
の
文
運
は
、
未
だ
其
実
蹟
を
睹み
な

い
先
に
、
既
に
進
ん
で
、
短
歌
の
本
質
を
理
想
し
て
ゐ
た
。
其
が
、
一
度
は
、

過
去
に
於
て
明
ら
か
に
実
証
せ
ら
れ
て
ゐ
た
事
実
に
、
符
合
す
る
事
で
あ
る
。

万
葉
の
細
み
は
可
な
り
の
歪
み
は
含
ん
で
居
て
も
、
か
う
し
て
完
成
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　1

」
中
央
公
論
社

　
　
　1995
（
平
成7

）
年2

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
『
古
代
研
究
』
第
二
部
　
国
文
学
篇
」
大
岡
山
書
店

　
　
　1929

（
昭
和4
）
年4

月25

日
発
行

初
出
：
「
『
万
葉
以
後
』
解
説
」

　
　
　1926

（
大
正15

）
年12
月
発
行

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
大
正
十
五
年
十
二
月
、
土
岐
善
麿

編
『
万
葉
以
後
』
解
説
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
初
出
」
欄
に
移
し
ま
し
た

入
力
：
門
田
裕
志
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校
正
：
仙
酔
ゑ
び
す

2007
年5

月5

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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