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自
分
は
、
か
ね
／
″
＼
従
来
の
文
章
の
解
釈
法
、
殊
に
和
歌
に
就
い
て
、
先

達
諸
家
の
や﹅
り﹅
く﹅
ち﹅
に
甚
だ
慊
ら
ぬ
ふ
し
が
多
い
様
に
思
う
て
居
る
。
も
と

〳
〵
、
解
釈
と
訓
詁
と
は
主
従
の
関
係
に
立
つ
も
の
で
、
前
者
が
全
般
的
な

る
に
対
し
て
、
後
者
は
部
分
的
で
あ
る
。
徹
頭
徹
尾
後
者
は
部
分
的
と
い
ふ

絶
対
性
を
も
つ
て
居
る
。
部
分
的
な
る
も
の
ゝ
全
般
的
に
拡
充
す
る
に
は
、

数
多
の
部
分
性
の
集
合
を
要
す
る
。
畢
竟
部
分
性
は
物
の
一
面
で
あ
る
。
立

体
的
事
実
を
築
き
上
げ
る
に
は
、
必
ず
異
平
面
の
集
合
を
要
す
る
の
で
、
望

む
所
は
、
異
種
の
部
分
性
で
あ
る
。
訓
詁
は
、
解
釈
の
基
礎
を
な
す
有
力
な

材
料
の
一
つ
で
あ
る
が
、
同
時
に
解
釈
に
到
る
に
は
、
尚
他
の
部
分
性
の
綜

合
を
要
す
る
訳
で
あ
る
。
更
に
い
ふ
と
、
解
釈
は
、
内
容
を
説
明
す
る
の
で
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あ
る
が
、
訓
詁
は
、
内
容
を
作
る
路
の
言
語
の
説
明
、
ま
た
は
言
綴
に
よ
つ

て
約
束
せ
ら
れ
た
事
実
の
説
明
以
上
に
出
る
も
の
で
は
な
い
。
殊
に
韻
な
り

律
な
り
を
も
つ
て
居
る
文
章
に
お
い
て
は
、
通
常
の
散
文
の
上
に
尚
附
加
せ

ら
れ
た
若
干
の
部
分
性
が
あ
る
の
で
、
益
々
以
て
訓
詁
ば
か
り
で
は
足
ら
ぬ

と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
は
、
誰
し
も
考
へ

て
る
こ
と
で
、
事
新
し
く
い
ふ
の
が
、
却
て
を
か
し
な
く
ら
ゐ
の
も
の
で
あ

る
が
、
さ
て
実
際
に
は
、
一
向
忘
れ
ら
れ
て
居
る
姿
で
あ
る
。
訓
詁
は
訓
詁

で
何
処
ま
で
も
止
ま
ず
研
究
し
て
、
部
分
性
を
拡
充
し
て
ほ
し
い
。
一
部
の

人
の
様
に
、
訓
詁
を 

等  

閑 

ナ
ホ
ザ
リ

に
す
る
も
の
と
は
訳
が
違
ふ
の
で
あ
る
。
従
来

の
訓
詁
一
点
ば
り
の
説
明
で
も
、
多
少
事
が
足
つ
た
の
は
、
聴
く
人
の
観
念

聯
合
に
俟
つ
所
が
多
か
つ
た
の
は
勿
論
、
一
面
に
は
、
ま
た
複
雑
な
文
章
に
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逢
着
す
る
こ
と
の
尠
か
つ
た
の
に
も
よ
ら
う
し
、
又
意
味
の
徹
底
と
い
ふ
こ

と
を
思
は
な
か
つ
た
為
で
も
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

最
も
完
全
な
素
質
を
備
へ
た
読
者
が
、
文
章
に
対
し
て
得ウ
る
だ
け
の
内
容
を
、

出
来
る
だ
け
適
当
に
忠
実
に
伝
へ
る
の
が
、
解
釈
の
ね
ら
ふ
点
で
は
あ
る
ま

い
か
。
本
居
翁
の
古
今
集
遠
鏡
の
如
き
は
、
比
較
的
内
容
を
出
さ
ん
と
す
る

に
努
め
ら
れ
た
痕
が
明
か
で
、
一
読
す
れ
ば
、
翁
の
頭
脳
の
明
確
な
の
に
驚

く
ば
か
り
で
あ
る
が
、
ま
だ
〳
〵
言
語
形
式
ば
か
り
に
囚
へ
ら
れ
て
居
た
痕

が
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
か
ら
後
の
国
学
者
の
解
釈
法
に
は
、
翁
以
上

に
出
た
も
の
は
な
い
と
思
ふ
。

貫
之
の

　
　
糸
に
よ
る
も
の
な
ら
な
く
に
わ
か
れ
路
の
心
ぼ
そ
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
か
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な

を
解
い
て
は
、
別
れ
路
の
こ
ゝ
ろ
と
い
ふ
も
の
は
、
糸
に
よ
る
片
糸
の
や
う

な
も
の
ぢ
や
な
い
け
れ
ど
、
心
細
い
も
の
で
あ
る
わ
い
、
と
い
ふ
や
う
な
や

り
く
ち
で
あ
る
。
徒
然
草
を
見
て
も
、
こ
の
歌
が
、
昔
古
今
集
の
歌
屑
と
い

は
れ
て
居
つ
た
こ
と
が
見
え
て
居
る
が
、
こ
れ
は
、
一
つ
は
鑑
賞
法
が
進
ま

な
ん
だ
に
も
よ
る
け
れ
ど
、
解
釈
法
の
不
完
全
で
あ
つ
た
の
に
も
一
つ
の
原

因
が
あ
る
。

逐
字
訳
と
い
ふ
も
の
、
こ
れ
も
和
歌
に
は
効
果
が
な
い
。
遠
鏡
は
、
出
来
る

だ
け
逐
字
訳
を
し
て
、
簡
単
な
形
に
つ
ゞ
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

和
歌
の
性
質
上
、
逐
字
訳
は
許
さ
れ
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
（
こ
の
こ
と
は
「
和

歌
批
判
の
範
疇
」
を
参
考
せ
ら
れ
た
い
）
、
寧
ろ
強
ひ
て
内
容
を
つ
ゞ
め
る

6古歌新釈



よ
り
も
、
読
者
が
そ
の
歌
に
つ
い
て
知
る
べ
き
内
容
の
中
心
を
摘
出
す
る
に

止
め
て
お
く
が
よ
ろ
し
か
ら
う
。
さ
う
で
あ
る
か
ら
、
時
に
は
、
勢
ひ
原
形

式
の
数
十
倍
以
上
の
語
を
も
費
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
ら
う
。
自

分
は
、
こ
れ
か
ら
、
難
解
と
思
は
る
ゝ
歌
の
解
釈
を
や
つ
て
見
る
が
、
そ
の

解
釈
法
は
、
こ
れ
ま
で
の
や
り
口
と
、
多
少
変
つ
た
方
法
を
以
て
し
た
い
と

思
ふ
。
勿
論
自
分
は
、
今
評
釈
を
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。

　
　
な
が
め
つ
ゝ
ま
た
は
と
思
ふ
雲
の
色
を
た
が
夕
ぐ
れ
と
君
た
の
む
ら
む

　
　
（
定
家
　
　
玉
葉
）

□
な
が
む
と
い
ふ
語
は
、
日
本
語
の
中
で
も
、
最
も
洗
煉
せ
ら
れ
た
詩
味
の

豊
か
な
言
語
で
あ
る
。
今
日
の
口
語
で
は
、
「
眺
チ
ヨ
ウ」
の
意
味
一
つ
で
あ
る
が
、
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中
古
文
に
は
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
て
は
ま
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
れ

に
詠
の
字
を
あ
て
ゝ
見
た
の
も
あ
る
け
れ
ど
、
な﹅
が﹅
む﹅
と
い
ふ
語
の
内
容
は
、

決
し
て
そ
ん
な
単
純
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
諸
君
も
業スデ
に
承
知
の
こ
と
ゝ

思
ふ
が
、
こ
の
語
は
、
大
体
に
、
二
つ
の
違
つ
た
意
味
を
包
含
し
て
居
る
の

で
、
そ
の
間
に
生
じ
た
も
の
は
さ
て
お
い
て
、
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
い
う
て

見
る
と
、
や
は
り
「
眺
」
の
意
の
も
の
と
、
「
お
ぼ
め
く
」
意
の
も
の
と
に

分
れ
る
。
「
眺
」
の
方
は
、
む○

と
い
ふ
音
に
「
見
」
の
意
が
あ
る
ら
し
く
、

「
お
ぼ
め
く
」
方
に
は
、
「
な
が
」
に
似
寄
つ
た
「
な
げ
く
」
の
意
が
ほ
の

か
に
伺
は
れ
る
。
「
な
げ
く
」
と
「
な
が
む
」
と
の
如
き
形
式
は
、
同
意
義

の
語
に
屡
あ
る
類
似
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
こ
の
方
は
、
心
に
あ
る
結
ぼ
れ

た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
解
剖
し
て
見
る
と
、
「
眺
」
の
意
の
も
の
と
は
、
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語
源
を
異
に
し
て
居
る
別
種
の
語
で
あ
る
が
、
和
歌
に
は
、
盛
サ
カ
ンに
こ
の
語
を

両
様
に
か
け
て
用
ゐ
た
た
め
に
、
古
典
研
究
者
の
頭
に
は
混
同
せ
ら
れ
て
、

今
で
は
殆
ど
両
意
融
合
と
い
ふ
塩
梅
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
も
と
〳
〵
別

種
の
語
で
あ
つ
た
に
は
違
ち
が
ひな
か
ら
う
。
こ
の
語
の
内
容
に
は
、
霖
雨
リ
ン
ウ
（
な
が

め
）
、
長ナガ
む
な
ど
い
ふ
別
種
の
言
語
の
感
じ
も
伝
習
的
に
附
け
加
へ
ら
れ
て
、

一
種
の
憂
鬱
な
思
お
も
ひに
耽
つ
て
居
る
時
分
の
有
様
を
表
は
す
に
適
当
な
語
と
な

つ
て
居
る
が
、
「
眺
」
の
意
は
、
明
か
に
存
し
て
居
る
。
そ
れ
で
、
多
く
和

歌
に
は
、
ぽ
か
ん
と
し
て
思
に
耽
つ
て
、
何
処
と
あ﹅
て﹅
ど﹅
も
な
く
見
入
つ
て

居
る
心
持
に
多
く
用
ゐ
て
居
る
。

□
た
が
夕
ぐ
れ
　
こ
の
語
は
、
新
古
今
時
代
の
流
行
語
で
あ
つ
た
ら
し
い
。

多
分
家
隆
卿
の
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知
ら
れ
じ
な
お
な
じ
袖
に
は
か
よ
ふ
と
も
た
が
夕
ぐ
れ
と
た
の
む
秋
風

が
も﹅
と﹅
で
、
他
の
人
々
が
、
皆
こ
れ
に
模
倣
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
後
鳥

羽
院
に
も
定
家
卿
に
も
、
土
御
門
院
に
も
あ
る
。
用
法
は
、
人
々
に
よ
つ
て

多
少
違
つ
て
居
る
や
う
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
た
が
夕
ぐ
れ
」
は
、
家

隆
卿
の
も
の
と
似
て
居
る
。

□
ま
た
は
　
こ
れ
を
「
ま
た
ば
」
と
は﹅
を
濁
音
に
見
て
も
、
一
応
の
解
釈
は

つ
く
が
、
大
分
無
理
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
必
ず
清ス
ん
で
読
ん
だ

も
の
に
違
ひ
な
か
ら
う
。
尚
こ
の
こ
と
は
後
に
論
ず
る
つ
も
り
で
あ
る
。

○
こ
れ
に
は
、
幾
通
り
も
解
釈
が
つ
く
が
、
今
は
正
し
い
と
思
ふ
も
の
か
ら

述
べ
て
、
そ
の
間
に
一
々
評
論
を
試
み
よ
う
と
思
ふ
。

玉
葉
に
は
、
は
し
書
は
な
い
。
も
と
か
ら
あ
つ
た
の
で
も
な
か
ら
う
が
、
試

こ
こ
ろ
み
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に
こ
れ
に
序
を
つ
け
て
見
る
と
、
「
あ
る
を
と
こ
久
し
く
お
と
づ
れ
せ
ざ
り

け
る
女
の
方
よ
り
」
と
で
も
あ
つ
た
な
ら
ば
よ
か
ら
う
と
思
ふ
。
夕
ぐ
れ
は

淋
し
い
も
の
、
雲
の
立
居
も
た
ゞ
な
ら
ぬ
空
に
向
う
て
、
心
細
い
思
ひ
に
耽

る
時
の
心
持
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。

君
は
す
で
に
と
だ
え
て
久
し
く
な
つ
た
、
何
の
お
と
づ
れ
も
な
い
。
雲
の
た
ゝ

ず
ま
ひ
も
た
ゞ
な
ら
ぬ
夕
空
に
向
う
て
思
に
耽
つ
て
茫
と
し
て
居
る
。
し
か

も
、
心
の
中
に
は
、
始
終
君
の
と
だ
え
を
嘆
い
て
居
る
。
も
う
二
度
と
は
吾

家
へ
来
ま
す
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
、 

外  

界 
ゲ
ク
ワ
イ

の
物
淋
し
い
景
色
に
心
の
よ
す

が
な
く
、
悲
し
い
考
の
み
が
浮
ん
で
来
る
。
も
う
君
は
お
出
で
に
な
る
こ
と

は
な
い
。
さ
り
な
が
ら
、
下
に
は
尚
幾
分
の
心
頼
み
が
潜
ん
で
居
る
、
君
来

ま
せ
と
い
ふ
希
望
の
心
は
変
じ
て
、
君
来
ま
さ
む
と
い
ふ
期
待
に
な
る
。
し
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か
も
、
実
際
は
、
も
は
や
と
だ
え
た
間
柄
で
は
な
い
か
。
こ
の
二
つ
の
思
が
、

心
の
内
に
ほ
の
か
に
争
う
て
居
る
。
自
分
が
、
夕
空
に
対
う
て
居
る
の
も
、

幾
分
の
心
頼
み
が
あ
る
か
ら
、
君
待
ち
が
て
ら
端
近
う
出
て
居
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
思
へ
ば
、
万
が
一
に
も
、
も
う
お
い
で
に
な
る
よ
し
は
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
何
と
て
、
さ
り
と
も
君
の
来
ま
さ
じ
や
は
と
、
待
つ
や
う
な

心
に
な
る
の
で
あ
ら
う
か
。
わ
が
待
て
る
夕
暮
は
君
の
来
ま
す
べ
き
夕
に
も

あ
ら
じ
を
、
お
ぞ
や
何
に
君
待
つ
心
に
な
る
の
で
あ
ら
う
か
。
わ
が
方
に
来

ま
さ
ず
と
知
り
つ
ゝ
、
し
か
も
さ
り
と
も
と
心
頼
み
が
お
こ
る
。
さ
て
も
誰

が
夕
ぐ
れ
と
て
か
、
君
を
待
つ
や
う
な
心
に
な
る
の
で
あ
ら
う
と
、
大
体
は
、

か
う
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
誰
が
夕
ぐ
れ
と
は
、
我
夕
ぐ
れ
を
前
に
否
定
し
た

の
に
、
尚
そ
の
心
持
が
残
つ
て
居
る
の
を
、
さ
ら
ば
誰
が
夕
ぐ
れ
と
し
て
ゞ
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あ
る
か
と
、
ほ
の
か
に
客
観
的
の
立
脚
地
を
と
つ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て

こ
そ
、
下
の
ら﹅
む﹅
と
相
呼
応
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

「
ま
た
は
」
を
、
「
ま
た
ば
」
と
読
む
と
、
誰
が
夕
ぐ
れ
が
利
い
て
来
な
い
。

「
ま
た
ば
」
と
読
む
の
は
、
ま
た
ば
来
ま
さ
む
と
い
ふ
文
の  

摘    

象  

テ
キ
シ
ヤ
ウ

文
で

あ
ら
う
が
、
雲
の
色
に
、
何
の
連
絡
も
な
い
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
助
け
て

釈ト
く
と
、
自
分
は
、
雲
の
出
て
居
る
夕
空
に
対
ひ
な
が
ら
、
か
う
し
て
待
つ

て
居
れ
ば
、
そ
の
中
に
お
い
で
下
さ
る
で
あ
ら
う
と
な
が
め
て
居
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
他
に
ま
た
君
の
か
よ
ふ
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
、
誰
か
ゞ
我
夕
ぐ
れ

と
心
頼
み
に
君
を
待
つ
て
居
る
だ
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

「
誰
が
夕
ぐ
れ
」
を
、
誰
が
方
へ
行
く
夕
ぐ
れ
の
摘
象
文
と
見
ず
し
て
、

「
誰
が
」
と
「
夕
ぐ
れ
」
と
を
離
し
て
、
「
夕
ぐ
れ
」
を
我
夕
ぐ
れ
な
り
の
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摘
象
文
、
即
「
誰
が
」
を
「
頼
む
ら
む
」
の
主
格
と
し
た
場
合
で
あ
る
。

ま
た
「
頼
む
ら
む
」
の
釈
き
方
に
よ
つ
て
は
、
聊
か
変
つ
た
方
面
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
下
二
段
に
働
く
「
頼
む
」
で
、
頼
ま
せ
る
と
い
ふ
意
に
解
す
る
の

で
あ
る
が
、
さ
す
れ
ば
、
君
と
い
ふ
語
の
格
が
変
つ
て
主
格
と
な
る
。

こ
の
釈
き
方
は
、
上
の
句
の
意
を
三
様
に
か
へ
て
も
つ
ゞ
く
。

　
　
一
、
君
は
も
は
や
お
い
で
に
な
る
ま
い
と
思
へ
る
夕
ぐ
れ
に
、
何
と
て

　
　
　
　
彼
の
君
は
「
今
宵
は
誰
が
夕
ぐ
れ
な
ら
む
　
我
方
に
来
ま
す
べ
き

　
　
　
　
か
」
と
頼
ま
し
む
る
の
で
あ
ら
う
。

　
　
二
、
君
が
再
び
（
は﹅
を
反
語
と
は
見
ず
）
お
い
で
に
な
ら
う
と
心
待
ち

　
　
　
　
の
夕
ぐ
れ
に
、
誰
が
夕
ぐ
れ
で
あ
ら
う
と
頼
ま
せ
る
の
だ
ら
う
。

　
　
三
、
か
う
し
て
居
れ
ば
、
或
は
お
い
で
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
と
待
つ
夕
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ぐ
れ
に
、
君
は
誰
が
夕
ぐ
れ
と
頼
ま
せ
る
の
で
あ
ら
う
。

即
、
二
と
三
と
は
、
殆
ど
同
一
で
あ
る
。
寧
ろ
三
の
形
を
採
る
の
が
適
当
で

あ
ら
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
の
考
と
雖
も
形
式
文
と
し
て
は
成
立
つ
け
れ

ど
も
、
実
際
に
は
わ
ざ
〳
〵
そ
ん
な
馬
鹿
な
想
像
を
廻
ら
す
必
要
は
な
い
。

定
家
卿
も
、
恐
ら
く
そ
ん
な
非
常
識
な
こ
と
を
歌
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。

一
の
如
き
も
、
成
程
一
応
の
理
窟
は
通
つ
て
居
る
が
、
君
と
明
か
に
主
格
を

指
定
し
た
理
由
を
知
る
に
苦
し
む
。
自
分
の
心
が
君
を
待
つ
こ
と
は
、
即
、

い
ひ
か
へ
れ
ば
君
が
自
分
を
し
て
待
た
し
め
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
あ
ら
は
し
方
は
、
随
処
に
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
い
ひ
方
が
、
大
体
非
常
に
余
裕
の
あ
る
い
ひ
方
な
の
で
、
純
然
た
る
自

己
の
心
の
批
評
で
あ
る
。
果
し
て
か
う
い
ふ
や
り
方
が
、
こ
の
歌
の
全
体
の

15



色
調
に
調
和
し
て
居
る
か
、
か
う
い
ふ
場
合
に
、
何
故
に
率
直
に
自
分
の
心

を
疑
ふ
と
い
ふ
立
場
を
取
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
強
ひ
て
不
調
和
を
犯
し

て
ま
で
も
、
か
ゝ
る
表
現
法
を
取
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
非
常
識
な
い
ひ
方

で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
亦
作
者
の
意
で
は
な
か
ら
う
。

こ
の
歌
は
、
雲
の
色
を
誰
が
夕
ぐ
れ
と
君
頼
む
ら
む
と
い
ふ
、
形
体
的
内
容

を
有
し
て
居
る
。
け
れ
ど
も
、
綜
合
し
た
る
内
容
の
上
に
は
、
さ
し
た
る
影

響
も
な
い
が
、
韻
文
と
し
て
は
、
非
常
の
用
意
が
窺
は
れ
る
。
試
に
、
「
雲

の
色
に
」
と
し
て
見
る
と
、
下
の
句
と
の
区
劃
が
非
常
に
明
瞭
に
な
る
。
そ

れ
で
、
思
想
を
伝
へ
る
に
は
、
或
は
便
利
で
あ
る
か
も
知
れ
ん
が
、
こ
の
と

こ
ろ
は
、
明
瞭
に
、
思
想
上
の
区
別
は
つ
け
て
お
い
て
、
形
式
の
上
で
は
、

「
頼
む
ら
む
」
に
続
く
や
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
（
勿
論
こ
ゝ
の
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を○

は
、
意
味
は
極
め
て
軽
い
が
、
古
く
行
は
れ
た
よ﹅
に
代
は
る
用
法
の
を○

が

あ
る
か
ら
、
多
少
そ
の
軽
い
と
こ
ろ
を
含
め
た
も
の
と
見
て
も
よ
い
が
、
形

体
的
内
容
に
於
て
、
賓
格
の
扱
を
、
雲
の
色
に
与
へ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
は

否
む
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
）
。

雲
の
色
を
と
い
ふ
語
は
、
実
際
不
即
不
離
の
状
態
に
あ
る
も
の
で
、
形
式
は

と
も
か
く
、
上
二
句
に
も
下
二
句
に
も
、
思
想
上
明
か
に
連
続
は
し
て
居
な

い
。
し
か
も
、
こ
の
語
な
く
し
て
は
、
こ
の
歌
の
価
値
を
減
ず
る
こ
と
大
な

る
も
の
で
あ
る
。
な
に
も
、
必
ず
し
も
、
明
瞭
に
接
続
す
る
文
章
が
理
想
的

の
も
の
と
は
い
は
れ
な
い
。
た
ゆ
た
ふ
心
の
有
様
を
あ
ら
は
す
た
め
に
は
、

か
う
い
ふ
思
想
上
に
聯
絡
な
き
語
が
形
式
に
よ
つ
て
纔
か
に
繋
れ
て
居
る
緩

慢
な
句
を
据
ゑ
る
こ
と
も
、
一
方
で
あ
る
。
定
家
卿
の
幽
玄
体
と
称
す
る
歌

17



に
は
、
ま
ゝ
象
徴
詩
的
の
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
業
に
述
べ
た
が
、
こ
の
雲

の
色
を﹅
の
語
の
如
き
は
、
部
分
的
に
夕
雲
を
借
つ
て
来
て
、
心
的
状
態
を
あ

ら
は
し
、
又
形
式
の
上
に
も
、
聴
覚
情
調
を
重
ん
じ
て
居
る
と
こ
ろ
は
、
す

で
に
象
徴
風
を
帯
び
た
歌
と
い
う
て
よ
か
ら
う
。

此
歌
は
要
す
る
に
、
家
隆
卿
の
「
た
が
夕
ぐ
れ
と
た
の
む
秋
風
」
の
歌
と
互

に
裏
書
を
し
あ
う
て
居
る
も
の
と
見
て
よ
い
。

　
読
者
の
あ
る
部
分
の
人
に
断
つ
て
お
く
。
自
分
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

　
出
来
る
だ
け
内
容
を
完
全
に
あ
ら
は
し
た
い
と
思
ふ
の
で
、
一
字
一
句
も

　
忽
諸
に
せ
な
い
つ
も
り
で
あ
る
か
ら
、
時
と
し
て
は
音
脚
を
分
解
し
、
音

　
質
を
検
す
る
如
き
こ
と
も
あ
つ
て
、
自
然
一
首
の
歌
の
数
十
倍
の
言
語
を
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費
す
こ
と
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
真
に
歌
を
知
ら
う
と
す
る
人
を
目
的
と

　
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
つ
も
り
で
居
て
ほ
し
い
。
実
用
的
に
訓
詁
の

　
み
に
て
足
れ
り
と
す
る
人
は
何
も
読
ん
で
貰
ふ
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
真
の
読
者
を
待
つ
に
外
な
ら
ぬ
。
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