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一

　
歌
の
事
に
つ
き
て
は
諸
君
よ
り
種
々
御
注
意
御
忠
告
を
辱
か
た
じ
け
のう
し
御
厚
意
奉し

          

謝      

ゃ
し
た
て
ま
つ
り

候
。
な
ほ
ま
た
或ある
諸
君
よ
り
は  

御  

嘲  

笑  

ご
ち
ょ
う
し
ょ
う

御ご
罵ば
詈り
を
辱
う
し

誠
に 

冥  

加 

み
ょ
う
が

至
極
に    
奉        

存    
ぞ
ん
じ
た
て
ま
つ
り

候
。
早
速 

御  

礼 

お
ん
れ
い

か
た
が
た 

御 

挨 

拶 

ご
あ
い
さ
つ

 

可  

申  

上  

之 

も
う
し
あ
ぐ
べ
き
の

処
、
病
気
に
か
か
り 

頃 

日 

来 

け
い
じ
つ
ら
い
机
に
離
れ
て
横
臥
お
う
が
致
し
を
り

候
ひ
し
た
め 

延  

引 

え
ん
い
ん

致
候
。
幾
百
年
の
間
常
に
腐
敗
し
た
る
和
歌
の
上
に
も
、

特
に
腐
敗
の
甚
し
き
時
代
あ
る
が
如
く
、
わ
れ
ら
の
如
き  

常    

病    

人  

じ
ょ
う
び
ょ
う
に
ん

も

特
に
病
気
に
罹かか
る
事 

有  

之 

こ
れ
あ
り

閉
口
之
外 
無  
之 
こ
れ
な
く

候
。

　
何
よ
り
御
答
へ  

可    

申  

も
う
す
べ
き

か
と
惑
ひ
候
へ
ど
も
思
ひ
出
す
ま
ま
に
一
つ
づ
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つ  
可  

申  

述  
も
う
し
の
ぶ
べ
く

候
。
三
月
十
一
日
紙
上
に
番
外
百
中
十
首
（
松まつ
の 

山  

人 

や
ま
び
と

投
）

と
し
て
掲
げ
あ
る
歌
を
、
わ
れ
ら
が
変
名
に
て
掲
げ
候
や
の
御
尋
ね
有
之
候

へ
ど
も
、
右
は
尽
こ
と
ご
とく
『
柿 

園 

詠 

草 

し
え
ん
え
い
そ
う

』
中
に
あ
る
歌
に
て
わ
れ
ら
の
歌
と
は

全
く
異
り
を
り
候
。
『
柿
園
詠
草
』
中
の
歌
を 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

が
投
じ
て
、
如
何
に

し
て
紙
上
に
載
せ
ら
れ
た
る
か
は
固もと
よ
り
わ
れ
ら
の
知
る
所
に
は
無
之
候
。

さ
て
ま
た
こ
れ
ら
の
歌
が
わ
れ
ら
の
歌
と
相
似
た
る
や
に
評
す
る
人
も
有
之

候
由
承
り
候
に
付
、
彼かの
歌
に
対
す
る
愚
見
を
述
べ
て
そ
の
し
か
ら
ざ
る
を
明

か
に
致
し
た
く
存
候
。

　
　
朝
風
に
若
菜
売
る
児
の
声
す
な
り
朱
雀
す
ざ
く
の
柳
や
な
ぎ眉まゆ
い
そ
ぐ
ら
む
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こ
の
歌
は
十
首
中
に
て
は
第
一
と
存
候
。
全
体
面
白
く
候
へ
ど
も
「
眉
い

そ
ぐ
ら
む
」
の
語
巧
た
く
みに
失
す
る
者
と
存
候
。
眉
い
そ
ぐ
と
い
ふ
事
、
昔
よ
り

い
ふ
か
否
か
は
知
ら
ね
ど
も
、
何
だ
か
変
な
言
葉
な
る
が
上
に
、
此こ
処こ
に
こ

の
擬
人
的
形
容
を
用
う
る
は
よ
ろ
し
か
ら
ず
。
あ
る
い
は
若
菜
売
る
児
に
対

し
て
、 

柳  

眉 

り
ゅ
う
び

と
い
ひ
た
る
者
に
も
候
ふ
べ
け
れ
ど
、
さ
や
う
な
シ
ヤ
レ
の

な
い
方
が
か
へ
つ
て
趣
深
く
聞
え
申
候
。
尋
常
に
柳
が
緑
に
な
る
と
申
し
た

く
候
。

　
　
暮
れ
ぬ
め
り
菫
す
み
れ咲
く
野
の 

薄 
月 
夜 

う
す
づ
く
よ

雲
雀
ひ
ば
り
の
声
は 

中  

空 

な
か
ぞ
ら

に
し
て

　
こ
の
歌
拙
つ
た
なく
候
。
「
暮
れ
ぬ
め
り
」
と
あ
り
て
「
薄
月
夜
」
と
あ
る
は
甚
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し
き  

撞    

著  

ど
う
ち
ゃ
く

と
相
見
え
候
。
「
中
空
に
し
て
」
の
止
ま
り
も
甚
だ
心
得
が

た
く
、
あ
る
い
は
「
暮
れ
ぬ
め
り
」
に
返
る
意
に
や
と
も
思
は
る
れ
ど
、
さ

り
と
て
は
余
り
拙
く
や
候
べ
き
。

　
　
行
く
も
花
か
へ
る
も
花
の
中
道
を
咲
き
散
る
限
り
行
き
か
へ
り
見
む

　
か
く
の
如
き
歌
は
あ
る
い
は
俗
受
け
よ
ろ
し
か
る
べ
く
や
、
わ
れ
ら
は
た

だ
厭
味
い
や
み
た
ら
だ
ら
に
感
ず
る
の
み
に
候
。
咲
き
散
る
限
り
と
は
何
の
意
と
も

知
ら
ず
、
も
し
花
の
咲
い
た
り
散
つ
た
り
す
る
間
と
い
ふ
意
に
て
長
き
時
間

を
含
む
者
と
す
れ
ば
八
田
の
「
う
つ
せ
み
の
我
世
の
限
り
見
る
べ
き
は
」
と

い
ひ
し
類
に
て
少
し
も
実
情
ら
し
き
処
な
し
、
ま
た
時
間
に
非あら
ず
し
て
花
の
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中
道
の
長
さ
を
い
ふ
も
の
と
す
れ
ば
、
言
葉
の
巧
を
弄ろう
し
た
る
の
み
に
て
何

ら
の
趣
味
も
無
之
候
。
し
か
し
こ
の
歌
は
全
体
に
厭
味
あ
れ
ば
一
句
を
論
ず

る
に
及
ぶ
ま
じ
く
候
。

　
　
桑
と
る
と
霞
わ
け
こ
し
里
の
児
が
え
び
ら
に
か
か
る
夕
ぐ
れ
の
雨

　
こ
の
歌
さ
し
た
る
難
も
な
け
れ
ど
ま
た
何
の
趣
も
無
之
候
。
蚕
飼
こ
が
い
す
る
時

節
は
長
閑
の
ど
か
に
感
ぜ
ら
る
る
者
な
る
に
、
こ
の
歌
前
半
の
長
閑
な
る
に
似
ず
、

後
半
は
長
閑
に
感
ぜ
ら
れ
ず
、
こ
れ
が
た
め
に
趣
味
少
き
に
や
と
存
候
。
え

び
ら
と
い
ふ
は
如
何
な
る
物
か
知
ら
ね
ど
も
、
こ
の
歌
に
て
は
桑
の
葉
を
摘つ

み
入
れ
る
筐
か
た
みの
類
か
と
見
ゆ
る
が
不
審
に
存
候
。 
俊  

頼 
と
し
よ
り

の
歌
に
「
山
里
の
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こ
や
の
え
び
ら
に
漏も
る
月
の
影
に
も
繭まゆ
の
筋
は
見
え
け
り
」
と
あ
る
え
び
ら

は
、
家
の
中
に
あ
る
器
具
か
と
見
え
候
へ
ど
、
そ
れ
を
桑
の
葉
入
れ
に
も
用

ゐ
候
に
や
。
識
者
の
教
を
煩
わ
ず
らは
し
た
く
候
。

　
　
棹さお
ふ
れ
し
筏
い
か
だは
一
瀬
ひ
と
せ
過
ぎ
な
が
ら
な
ほ
影
な
び
く
山
吹
の
花

「
棹
ふ
れ
し
筏
」
と
い
ふ
言
葉
続
き
も
「
一
瀬
過
ぎ
な
が
ら
」
の
言
葉
続
き

も
い
と
拙
く
覚
え
候
。
「
な
が
ら
」
と
い
ひ
て
「
な
ほ
」
と
受
け
た
る
も
う

る
さ
く
、
ま
た
「
な
び
く
」
の
語
も
「
ゆ
ら
ぐ
」
「
動
く
」
な
ど
に
更
あ
ら
ため
候

方
山
吹
に
適
切
か
と
存
候
。
こ
の
歌
巧
な
ら
ん
と
し
て
言
葉
づ
か
ひ
無
理
に

相
成
候
。
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山
里
は
卯う
の
花
垣
の
ひ
ま
を
あ
ら
み
し
の
び
音ね
も
ら
す  

時    

鳥  

ほ
と
と
ぎ
す

か
な

　
こ
の
歌
尋
常
め
き
た
れ
ど
も
わ
れ
ら
は
厭
味
を
感
じ
候
。
こ
の
歌
の
作
意

は
三
、
四
の
句
に
あ
る
べ
く
、
そ
の
三
、
四
が
厭
味
を
感
ず
る
所
に
有
之
候
。

垣かき
の
隙ひま
が
あ
ら
い
と
て
忍
び
音ね
を
漏
ら
す
訳
は
少
し
も
無
之
、
そ
れ
を
両
者

相
関
係
す
る
が
如
く
言
ひ
な
す
は
言
葉
の
シ
ヤ
レ
と
相
見
え
申
候
。
言
葉
の

シ
ヤ
レ
が
行
は
る
る
処
に
は
い
つ
で
も
趣
味
乏とぼ
し
く
候
。
（
明
治
三
十
一
年

三
月
二
十
日
）

　
　
　
　
　
　
二
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蚊
遣
火

か
や
り
び

の
煙
に
と
ざ
す
草
の
庵いお
を
人
し
も
訪
は
ば
水
鶏
く
い
な
聞
か
せ
む

　
こ
の
歌
句
法
と
と
の
は
ず
、
四
、
五
の
句
に
至
り
て
調
子
抜
け
が
致
し
候
。

四
の
句
「
人
も
訪
へ
か
し
」
な
ど
い
ふ
が
如
き
言
葉
つ
き
に
改
め
な
ば
、
少

し
は
続
き
よ
か
る
べ
く
や
と
存
候
。
さ
る
に
て
も
「
水
鶏
聞
か
せ
む
」
の
句

の
俗
な
る
は
ま
た
一
段
の
事
に
候
。

　
水
鶏
聞
く
べ
し
と
か
何
と
か
改
め
候
は
ん
に
は
、
少
し
俗
気
少
か
る
べ
く

候
へ
ど
も
、
さ
り
と
て
善
き
歌
に
も
成
り
不
申
候
。

　
　
一
む
ら
の
杉
の
梢
こ
ず
えに
山
見
え
て
月
よ
り
ひ
び
く
滝
の
音
か
な
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上
三
句
は
尋
常
の
景
尋
常
の
語
な
れ
ど
も
、
印
象
明
瞭
な
る
処
か
へ
つ
て

他
の
巧
を
弄
し
詞
こ
と
ばを
ひ
ね
く
り
た
る
歌
に
ま
さ
り
を
り
候
。
惜おし
い
か
な
四
、

五
の
句
上
に
続
き
不
申
候
。
上
三
句
の
景
よ
り
言
へ
ば
山
は
杉
林
よ
り
隔
へ
だ
たり

た
る
者
の
如
く
相
見
え
、
さ
ま
で
近
き
と
は
覚
え
ぬ
に
、
滝
の
音
と
あ
る
を

見
れ
ば
極
め
て
近
き
山
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
こ
こ
に
お
い
て
前
後
の
撞
著

を
来
し
申
候
。
「
月
よ
り
ひ
び
く
」
な
ど
い
ふ
語
こ
の
作
者
の
得
意
の
所
な

る
べ
け
れ
ど
多
少
の
厭
味
は
免
れ
ず
候
。
こ
の
歌
の
作
意
は
滝
は
見
え
ず
し

て
音
ば
か
り
聞
ゆ
る
故
、
月
中
に
響
あ
る
が
如
く
い
ひ
な
し
た
る
者
な
る
べ

け
れ
ど
、
そ
れ
が
か
へ
つ
て
厭
味
を
生
ず
る
種
に
相
成
候
。
も
し
あ
か
ら
さ

ま
に
見
ゆ
る
滝
の
下
に
立
ち
て
見
あ
げ
た
る
時
、
滝
の
上
に
月
あ
り
と
せ
ん
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か
、
こ
の
場
合
に
「
月
よ
り
響
く
」
な
ど
や
う
の
形
容
を
用
う
る
は
厭
味
少

か
る
べ
く
候
。

　
　
五
百
重
山

い
お
え
や
ま

霧
深
か
ら
し 

菅  

笠 

す
げ
が
さ

の
し
づ
く
も
落
つ
る
有
明
の
月

　
こ
の
歌
の
意
明
あ
き
ら
かな
ら
ず
、
第
二
句
想
像
の
語
と
す
れ
ば
、
旅
人
な
ど
の
笠

の
雫
し
ず
くを
見
て
山
は
霧
深
か
ら
ん
と
い
へ
る
に
や
、
さ
る
に
て
も
言
葉
少
し
足

ら
ぬ
や
う
に
存
候
。
旅
人
の
菅
笠
と
で
も
言
は
ざ
れ
ば
三
句
突
然
に
出
て
面

白
か
ら
ず
候
。
「
雫
も○

落
つ
る
」
の
「
も
」
の
字
も
意
味
を
な
さ
ず
、
余
儀

な
き
「
も
」
と
や
申
し
候
べ
き
。
（
十
首
中
こ
の
歌
一
首
は
『
柿
園
詠
草
』

中
に
な
き
や
う
に
覚
え
候
、
如
何
い
か
が
の
訳
に
や
）

12人々に答ふ



　
　
雲
か
か
る
わ
た
の
み
な
か
に
あ
ら
汐しお
を
雨
と
ふ
ら
せ
て
鯨
く
じ
ら浮
べ
り

「
雨
と
ふ
ら
せ
て
」
の
句
こ
の
歌
の
骨
子
に
し
て
し
か
も
こ
の
歌
の
瑕
瑾
か
き
ん
と

存
候
。
箇
様
か
よ
う
な
場
合
に
は
「
ふ
ら
せ
る
」
な
ど
い
ふ
や
う
な
「
せ
し
む
る
」

的
の
語
を
用
う
れ
ば
勢
を
損
じ
て  

不  

面  

白  

お
も
し
ろ
か
ら
ず

候
。
む
し
ろ
「
鯨
の
噴ふ
い
た

汐
が
雨
と
な
つ
た
」
と
言
ひ
は
な
す
方
よ
ろ
し
か
る
べ
く
候
。
こ
の
人
往
々

こ
の
種
の
句
を
挿はさ
ん
で
雄
壮
な
る
歌
を
だ
い
な
し
に
す
る
癖くせ
有
之
候
。
「
笠か

  

置 

山 

さ
ぎ
や
ま

あ
す
の
時
雨
し
ぐ
れ
を
さ
き
だ
て
て
乱
る
る
雲
に
嵐
吹
く
な
り
」
の
如
き
も

四
、
五
の
句
極
め
て
面
白
し
と
思
ふ
に
二
、
三
の
句
異
様
の
言
葉
づ
か
ひ
な

る
が
た
め
興
味
索
然
と
致
候
。
か
つ
鯨
の
歌
の
第
一
句
「
雲
か
か
る
」
の
五
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字
極
め
て
拙
く
候
。
か
く
言
ひ
て
は
「
雨
と
ふ
ら
せ
て
」
と
照
応
す
る
た
め

に
こ
の
蛇
足
の
語
を
加
へ
た
る 

痕  

跡 

こ
ん
せ
き

歴
々
と
し
て
余
り
見
つ
と
も
な
く
候
。

か
つ
「
海
の
真
中
に
雲
が
か
か
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
聞
え
ぬ
言
葉
つ
づ
き
と

存
候
。  

渺    
々  

び
ょ
う
び
ょ
う
た
る
空
間
、
渺
々
た
る
海
上
に
あ
る
雲
を
「
か
か
る
」
と

は
い
ふ
べ
か
ら
ず
候
。
縦よ
し
そ
れ
も
許
し
て
置
い
た
処
で
「
雲
か
か
る
」
と

い
へ
ば
一
片
の
雲
と
見
ゆ
る
処
い
と
可お
笑か
し
く
候
。
試
み
に
こ
の
歌
の
景
を

想
像 

可 

被 

成 

な
さ
る
べ
く

候
。
海
は
漫
々
と
し
て
広
く
空
は
一
面
に
晴
れ
わ
た
り
た
る

処
に
、
海
の
真
中
に
鯨
汐しお
を
噴
け
ば
、
そ
の
鯨
の
真
上
ば
か
り
に 

一  

塊 

い
っ
か
い

の

雲
あ
る
処
を
描
き
出
だ
し
て
、
そ
れ
が
天
然
の
景
と
見
え
可
申
候
や
。
わ
れ

ら
に
は
人
間
が
こ
し
ら
へ
た
雲
と
よ
り
は
相
見
え
不
申
候
。
い
つ
そ
雲
は
な

い
方
が
よ
ろ
し
く
、
も
し
く
は
雲
の
掩おお
ひ
ひ
ろ
ご
り
た
る
処
を
詠よ
む
が
よ
ろ
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し
く
候
。
（
三
月
二
十
二
日
）

　
　
　
　
　
　
三

　
前
に
挙
げ
た
る
十
首
の
歌
を
意
味
は
そ
の
ま
ま
に
て
、
言
葉
つ
き
を
全
く

改
め
て
投
書
し
た
る
人
（  

下 

総 

凡 

調 

子  
し
も
う
さ
ぼ
ん
ち
ょ
う
し

）
有
之
候
。
こ
の
人
の
直
し
方

は
、
極
め
て
尋
常
に
直
し
た
る
者
な
れ
ば
、
わ
れ
ら
が
非
難
し
た
る
言
葉
つ

づ
き
の
無
理
と
厭
味
と
を
免
れ
た
れ
ど
、
多
く
は
平
凡
に
流
れ
申
候
。
そ
の

二
、
三
を
挙
げ
ん
に

　
　
お
も
し
ろ
く
雲
雀
ひ
ば
り
さ
ひ
づ
る
中
空
に
月
影
見
え
て
日
は
暮
れ
に
け
り
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言
葉
つ
づ
き
は
安
ら
か
に
な
り
た
れ
ど
善
き
歌
と
も
な
ら
ず
。

　
　
隅
田
川
堤
の
桜
咲
き
匂
ふ
花
の
下
道
行
き
か
へ
り
見
む

　
到
底
厭
味
を
脱
却
す
る
能あた
は
ず
と
相
見
え
申
候
。

　
　
山
里
の
卯
の
花
垣
の
夕
月
夜
し
の
び
音ね
も
ら
す  

時    

鳥  

ほ
と
と
ぎ
す

か
な

　
平
凡
に
な
り
た
れ
ど
か
へ
つ
て
原
作
の
細
工
を
施
し
た
る
に
ま
さ
れ
り
と

存
候
。
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五
百
重
山
朝
霧
深
み
旅
人
の
小
笠
の
雫
し
ず
く間
な
く
ち
る
な
り

「
旅
人
の
」
の
五
字
を
加
へ
た
る
は
賛
成
に
候
。
結
末
な
ほ
飽
き
足
ら
ぬ
心こ

地こち
致
候
。

　
　 

青 

海 

原 

あ
お
う
な
ば
ら
沖
さ
け
見
れ
ば
あ
ら
し
ほ
を
空
に
い
ぶ
き
て
鯨
浮
べ
り

「
雨
と
ふ
ら
せ
て
」
「
雲
か
か
る
」
の
二
句
を
除
き
た
る
は
至
極
賛
成
な
る

が
、
こ
れ
も
結
末
に
今
一
歩
と
思
ふ
所
な
き
に
も
あ
ら
ず
候
。
さ
は
い
へ
ど

こ
の
歌
一
番
の
出
来
か
と
存
候
。
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或ある
人
（
八
王
子  

三
田
村
玄
竜
子  

み
た
む
ら
げ
ん
り
ゅ
う
し

）
曰いわ
く
強
き
歌
に
は
強
き
調
を
用
ゐ
、

弱
き
歌
に
は
弱
き
調
を
用
う
と
い
ふ
も
さ
る
事
な
が
ら
、
『
古
今
集
』
の
如

く
同
一
の
調
に
て
千
態
万
状
を
詠
み
た
る
も
ま
た
面
白
し
と
存
候
。
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
御
説
一
理
な
き
に
も
あ
ら
ず
、
さ
れ
ど
そ
は
『
古
今
集
』

の
如
き
文
字
の
巧
を
弄
し
た
る
俗
調
の
上
に
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
と
存
候
。
歌

に
て
い
は
ば
万
葉
調
、
俳
句
に
て
い
は
ば
曠
野
あ
ら
の
調
、
詩
に
て
い
は
ば
『 

詩  

し
き
ょ

経 う
』
と
か
何
と
か
い
ふ
、
極ごく
古
き
調
の
上
に
お
い
て
始
め
て
し
か
申
す
べ

き
に
や
と
存
候
。
極
め
て
古
雅
な
る
調
を
以
て
詠
む
時
は
、
雄
壮
な
る
事
も

さ
ほ
ど
に
雄
壮
に
聞
え
ず
、
優
美
な
る
事
も
さ
ほ
ど
に
優
美
に
聞
え
ず
候
へ

ど
も
、
そ
の
代
り
凡すべ
て
の
物
を
古
雅
化
し
て
些さ
の
俗
気
を
帯
び
ざ
る
処
に
一

種
の
面
白
み
あ
り
、
故
に
万
葉
調
を
以
て
凡
百
の
物
事
を
詠
ま
ん
と
な
ら
ば
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大
体
に
お
い
て
賛
成
致
候
。
さ
り
な
が
ら
古
今
調
を
以
て
詠
ま
ん
と
な
ら
ば

大
不
賛
成
に
候
。
殊こと
に
『
古
今
集
』
を
目
し
て
千
態
万
状
を
詠
み
あ
る
者
か

の
如
く
い
は
る
る
は
心
得
ず
候
。
わ
れ
ら
の
目
よ
り
見
れ
ば
『
古
今
集
』
は

一
態
一
状
を
詠
み
た
る
者
か
と
怪
し
ま
る
る
ほ
ど
に
候
。

　
或
人
（
同
）
曰
く
蕪
村
派

ぶ
そ
ん
は

の
俳
句
集
と 

盛  

唐 

せ
い
と
う

の
詩
集
と
を
並
べ
た
る
は

不
倫
と
存
候
。
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
こ
の
不
倫
と
は
唐
詩
を
以
て
勝まさ
れ
り
と
な
す
者
と
存
候
。

さ
て
如
何
に
し
て
不
倫
と
は
言
は
る
る
や
ら
ん
。
も
し
詩
と
俳
句
と
は
詩
形

に
長
短
あ
り
、
従
つ
て
規
模
に
大
小
あ
り
、
故
に
比
す
べ
か
ら
ず
と
な
ら
ば

異
論
も
無
之
候
へ
ど
も
、
技
倆
の
上
に
大
差
あ
り
と
の
事
な
ら
ば
御
同
意
難い

     

致   

た
し
が
た
く
候
。
李り
杜と 

王  

孟 

お
う
も
う

の
如
き
詩
人
を
、
蕪
村
時
代
の
日
本
に
生
れ
て
俳
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句
を
作
ら
し
め
た
り
と
も
、
彼
ら
が
蕪
村
よ
り
遥
は
る
かに
立
ち
ま
さ
り
た
る
技
倆

あ
り
と
も
信
じ
が
た
く
、
蕪
村
を
し
て
盛
唐
に
生
れ
し
め
な
ば
、
一
屁へ
ツ
鋒
ぽ
こ

詩
人
に
て
終
り
た
ら
ん
と
も
信
じ
が
た
く
候
。  

乍  

失  

敬  

し
っ
け
い
な
が
ら

俳
句
を
十
分
に

研
究
せ
ず
し
て
、
蕪
村
の
句
も
月
並
宗
匠
の
句
も
大
同
小
異
位
に
思
は
る
る

に
は
無
之
候
哉や
。
歌
よ
み
が
歌
を
天
下
第
一
の
如
く
思
ふ
と
同
じ
く
、
詩
人

が
詩
を
天
下
第
一
の
如
く
思
ふ
も
珍
し
き
事
に
は
あ
ら
ず
。
な
る
べ
く
公
平

の
御
論
ご
ろ
ん
を
願
は
し
く
候
。
或
人
自
ら
屑
屋
く
ず
や
と
名
の
り
「 

屑  

籠 

く
ず
か
ご

の
中
よ
り
ふ

と
竹たけ
の 

里  

人 

さ
と
び
と

の
歌
論
を
見
つ
け
出
し
て
こ
れ
を
読
む
に
イ
ヤ
ハ
ヤ
御
高
論

…
…
」
な
ど
と
い
ふ
や
う
な
調
子
に
て
、
長
々
と
ひ
や
か
さ
れ
た
る
処
、
誠

に
ひ
や
か
し
に
妙
を
得
た
る
人
も
あ
る
者
か
な
と
感
服
致
し
候
ひ
し
に
、
何

が
さ
て
最
後
に
歌
論
中
の
た
だ
一
箇
処
に
対
す
る
長
々
し
き
攻
撃
有
之
、
し
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か
も
屁
の
如
き
攻
撃
に
勢
も
何
も
抜
け
申
候
。
そ
の
要
領
を
い
へ
ば
「
躬
恒
み
つ
ね

の
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
の
歌
を
、
竹
の
里
人
は
誤
解
せ
り
。
竹
の
里

人
は
知
る
ま
い
が
、
白
菊
に
霜
置
け
ば
赤
く
な
る
も
の
ぞ
。
躬
恒
は
そ
の
赤

く
な
り
て
い
づ
れ
を
白
菊
と
も
分
ち
か
ね
た
る
所
を
詠
め
る
な
り
。
物
知
ら

ぬ
奴やつ
が
歌
な
ど
解
す
る
は
か
た
は
ら
い
た
し
」
な
ど
と
い
ふ
に
あ
り
、
誠
に

以
て
驚
き
入
り
た
る
解
釈
に
候
。
わ
れ
ら
庭
前
の
白
菊
も
年
々
赤
く
な
り
、

歌
に
も
白
菊
の
紫
に
う
つ
ろ
ふ
よ
し
詠
め
れ
ば
白
菊
は
赤
く
な
る
も
の
と
兼

ね
て
承
知
致
し
を
り
候
処
、
屑
屋
先
生
の
今
更
高
慢
に
説
明
せ
ら
る
る
を
見

れ
ば
、  

遼    

東  

り
ょ
う
と
う

に 

白  

頭 

は
く
と
う

の
豕
い
の
こを
珍
し
が
り
た
る
如
く
、
屑
屋
先
生
は
白

菊
を
余
り
御
覧
な
さ
れ
ぬ
者
と
相
見
え
候
。
さ
て
ま
た
「
置
き
ま
ど
は
せ
る
」

と
い
ふ
語
が
色
の
変
つ
た
意
に
取
れ
可
申
哉
。
ま
た
そ
の
色
の
変
つ
た
菊
を
、
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心
あ
て
に
折
ら
ば
や
な
ど
と  

仰    

山  

ぎ
ょ
う
さ
ん

に
出
掛
け
て
躬
恒
が
苦
心
し
て
折
ら

ん
と
し
た
る
に
や
、
笑
止
と
も
何
と
も
申
様
が
な
く
候
。
如
何
に
理
窟
好ずき
の

躬
恒
で
も
斯
様
か
よ
う
な
説
を
聞
い
た
ら
さ
ぞ
か
し
困
り
可
申
候
。
屑
屋
が
躬
恒
の

弁
護
な
ど
す
る
は
贔
屓
ひ
い
き
の
引
倒
し
に
や
候
べ
き
。
（
三
月
二
十
四
日
）

　
　
　
　
　
　
四

　  

千
葉
稲
城
子  

ち
ば
と
う
じ
ょ
う
し

に
答
へ
て
曰
く
、  

撞    

著  
ど
う
ち
ゃ
く

と
誤
解
の
事
な
ほ
誤
解
あ
る

が
如
し
。
わ
れ
ら
が
撞
著
と
い
ひ
し
は
前
に
「
客
観
的
景
色
に
重○

き○

を○

措○

き○

」

と
あ
り
て
後
に
「
客
観
的
に
の○

み○

」
と
あ
り
し
を
い
ふ
な
り
。
即
ち
「
重
き

を
措
き
」
は
「
の
み
」
と
断
言
し
た
る
後
の
言
と
意
味
同
じ
か
ら
ざ
る
を
い
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ふ
。

「
国
歌
さ
へ
知
ら
ぬ
文
学
者
」
と
は
暗
に
わ
れ
ら
を
指
し
た
る
者
か
、
わ
れ

ら
実
に
国
歌
を
知
ら
ず
、
慚
愧
ざ
ん
き
に
堪た
へ
ず
。
さ
れ
ど
わ
れ
ら
を
し
て
国
歌
を

知
ら
し
め
ざ
る
者
、
半
ば
わ
れ
ら
の
罪
に
し
て
半
ば
国
歌
の
罪
な
り
と
信
ず
。

何
と
な
れ
ば
わ
れ
ら
国
歌
を
研
究
せ
ん
と
し
て
歌
集
を
繙
ひ
も
とき
し
こ
と
し
ば
し

ば
な
る
も
、
何い
時つ
も
四
、
五
枚
位
読
み
て
は
最
早
も
は
や
眠
気
さ
し
て
読
み
得
ぬ
ま

で
に
彼
ら
は
つ
ま
ら
ぬ
な
り
。
凡およ
そ
文
学
的
の
書
は
読
み
は
じ
む
れ
ば
知
ら

ず
覚
え
ず
読
み
進
む
も
の
な
る
に
、
独
り
歌
な
る
者
に
至
り
て
は
義
務
的
に

読
ま
ん
と
し
て
さ
へ
、
容
易
に
読
み
が
た
き
者
、
そ
の
趣
味
少
き
と
変
化
な

き
と
に
よ
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
い
は
ん
や
国
歌
を
知
ら
ぬ
者
わ
れ
ら
の
み
に

あ
ら
ず
、
い
は
ゆ
る
歌
よ
み
な
る
者
も
多
く
は
国
歌
を
知
ら
ず
と
思
は
る
。
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彼
ら
に
し
て
も
し
国
歌
を
知
る
者
な
ら
ば
、
国
歌
の
陳
腐
を
感
ぜ
ざ
る
訳
な

け
れ
ば
な
り
。
彼
ら
は
三
代
集
と
近
世
歌
人
中
の
一
、
二
の
家
集
位
を
読
み

て
、
学
者
と
心
得
を
る
と
見
え
た
り
。
歌
よ
み
に
学
問
さ
せ
た
く
は
思
へ
ど

も
、
歌
以
外
の
学
問
や
外
国
の
文
学
抔など
を
勧
め
た
と
て
効
力
も
あ
る
ま
じ
け

れ
ば
、
せ
め
て
は
日
本
の
歌
集
だ
け
通
読
し
て
も
ら
ひ
た
き
者
な
り
。
わ
れ

ら
の
如
く
頭
か
ら
歌
を
陳
腐
に
思
ふ
者
は
、
幾
冊
読
み
て
も
ま
す
ま
す
陳
腐

と
頭
痛
を
感
ず
る
の
み
に
て
、
何
の
結
果
も
な
け
れ
ど
、
彼かの
陳
腐
な
歌
を
作

り
て
自
ら
喜
ぶ
歌
よ
み
を
し
て
、
『
古
今
集
』
以
下
の  

勅    

撰    

集  

ち
ょ
く
せ
ん
し
ゅ
う

を
始

め
、
代
々
の
歌
集
を
つ
づ
け
さ
ま
に
読
ま
し
め
ば
、
ま
さ
か
に
陳
腐
を
感
ぜ

ざ
る
を
得
ざ
る
べ
し
。

　
理
窟
と
感
情
と
の
密
ひ
そ
かに
相
関
係
す
る
は
前
に
も
い
へ
り
、
今
更
繰
り
返
す
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を
用
ゐ
ず
。
た
だ
「
歌
に
あ
ら
ず
」
と
い
ふ
事
に
つ
き
て
一
言
せ
ん
。
固もと
よ

り
歌
と
歌
な
ら
ざ
る
者
と
の
境
界
は
画
然
と
分
れ
た
る
者
に
非
ざ
れ
ば
、
論

理
的
の
厳
格
な
る
意
味
を
以
て
「
こ
れ
は
歌
な
り
」
「
こ
れ
は
歌
に
あ
ら
ず
」

と
断
定
す
る
は
、
歌か
非ひ
歌か
中
間
の
歌
に
あ
り
て
は
最
も
難かた
し
。
殊こと
に
普
通
に

歌
を
評
す
る
場
合
に
あ
り
て
は
「
歌
に
あ
ら
ず
」
の
語
を
誇
張
的
に
用
う
る

こ
と
多
し
。
即
ち
悪
歌
を
指
し
て
爾し
か
い
ふ
な
り
。
な
ほ
悪
人
を
指
し
て

「
人
で
な
し
」
な
ど
と
い
ふ
が
如
し
。
故
に
こ
の
両
者
を
区
別
す
る
を
要
す
。

ま
た
わ
れ
ら
が
理
窟
は
歌
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
も
大
体
の
論
に
し
て
、
一
字
一

語
の
理
窟
め
き
た
る
者
あ
り
と
て
そ
れ
を
直
ち
に
「
歌
に
あ
ら
ず
」
（
厳
格

な
る
意
味
の
）
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
。
も
し
厳
格
に
い
は
ば
毫ごう
も
理
窟
な
き
者

は
歌
な
り
、
全
く
理
窟
ば
か
り
な
る
者
は
歌
に
あ
ら
ず
と
断
言
す
べ
し
。
さ
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れ
ど
そ
の
中
間
の
者
に
あ
り
て
は
、
何ど
処こ
ま
で
を
歌
と
し
、
何
処
よ
り
を
歌

と
せ
ず
と
、
そ
の
限
界
を
議
論
的
に
説
明
す
る
に
由
な
し
。
実
地
に
或ある
製
作

を
と
ら
へ
て
感
情
に
て
こ
れ
を
判
断
す
る
あ
る
の
み
。
試
み
に
こ
の
間
の
事

を
言
ひ
得
る
だ
け
言
は
ば
、
一
分
の
理
窟
あ
れ
ば
一
分
だ
け
歌
な
ら
ざ
る
方

に
近
づ
き
、
二
分
の
理
窟
あ
れ
ば
二
分
だ
け
歌
な
ら
ざ
る
方
に
近
づ
く
と
で

も
い
は
ん
の
み
。
し
か
し
そ
れ
す
ら
極
端
に
推
論
せ
ら
れ
て
は
過
誤
を
生
ず

べ
し
。
例
へ
ば
一
分
の
理
窟
あ
る
製
作
は
、
些さ
の
理
窟
な
き
製
作
に
比
し
て
、

一
分
だ
け
劣
れ
り
な
ど
と
推
論
せ
ら
る
る
が
如
し
。
大
体
に
お
い
て
は
こ
の

推
論
に
誤
あ
や
ま
りな
け
れ
ど
も
、
実
地
に
当
り
て
見
れ
ば
必
ず
や
多
少
の
除
外
例
を

生
ぜ
ん
。
極ごく
簡
単
の
理
窟
を
含
む
歌
に
て
善
し
と
思
ふ
者
あ
り
、
些
の
理
窟

を
含
ま
ざ
る
歌
に
て
悪わろ
し
と
思
ふ
者
あ
る
は
事
実
な
れ
ば
な
り
。
も
し
理
窟
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と
い
ふ
語
を
広
き
意
味
に
解
す
れ
ば
解
す
る
ほ
ど
こ
の
除
外
例
は
多
く
な
る

道
理
な
り
。
（
理
窟
の
意
義
に
広
狭
あ
る
事
は
「
あ
き
ま
ろ
に
答
ふ
」
る
文

中
に
い
へ
り
）
「
我
身
一
つ
の
秋
に
は
あ
ら
ね
ど
」
の
歌
下
二
句
に
は
理
窟

を
含
め
り
。
さ
れ
ど
こ
の
歌
を
以
て
直
た
だ
ちに
「
歌
に
あ
ら
ず
」
（
厳
格
な
る
意

味
の
）
と
は
な
さ
ず
。
但
た
だ
しこ
の
歌
が
幾
分
か
歌
な
ら
ざ
る
方
に
近
づ
き
を
る

は
論
を
竢ま
た
ず
。

　
わ
れ
ら
の
い
は
ゆ
る
理
窟
に
、
理
窟
な
り
や
否
や
の
疑
う
た
が
いあ
り
と
の
事
な
れ

ど
も
、
理
窟
な
り
や
否
や
は
知
識
上
の
事
な
れ
ば
疑
問
と
な
る
ま
で
の
価
値

な
し
。
（
文
学
と
し
て
許
す
べ
き
理
窟
な
り
や
否
や
こ
そ
常
に
疑
問
と
な
れ
）

し
か
れ
ど
も
わ
れ
ら
の
用
う
る
「
理
窟
」
な
る
語
が
適
当
な
り
と
か
不
適
当

な
り
と
か
の
疑
は
あ
る
べ
し
。
そ
れ
な
ら
ば
文
字
は
如
何
様
に
変
へ
て
も
よ
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ろ
し
。
た
だ
語
を
以
て
意
を
害
す
る
莫なか
れ
。
（
三
月
二
十
九
日
）

　
　
　
　
　
　
五

　
文
学
の
標
準
と
い
ふ
事
に
つ
き
て
の
論
要
領
を
得
ず
。
「
科
学
的
定
義
を

完
全
し
」
云
々
の
語
あ
れ
ど
も
、
文
学
の
標
準
に
必
ず
し
も
科
学
的
定
義
を

附
す
る
に
及
ば
ず
。
ま
た
完
全
な
る
標
準
と
か
い
ふ
語
あ
れ
ど
も
、
完
全
な

る
標
準
と
不
完
全
な
る
標
準
と
は
何
に
因
つ
て
区
別
す
る
か
。
子
は
文
学
の

標
準
な
る
語
を
全
く
誤
解
せ
り
。
ま
た
「
英
仏
独
の
文
学
者
す
ら
も
」
云
々

の
語
あ
る
は
日
本
贔
屓
び
い
き
の
人
の
言
葉
と
も
覚
え
ず
。
子
は
英
仏
独
の
学
者
が

為な
し
得
ざ
り
し
事
を
日
本
人
は
為
し
得
ず
と
す
る
が
如
し
。
わ
れ
ら
敢あえ
て
自
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ら
矜ほこ
る
に
非
ざ
れ
ど
も
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
西
人
を
崇
拝
し
を
ら
ず
、
そ
れ
ほ

ど
ま
で
に
日
本
人
を
軽
蔑
し
を
ら
ず
。
誤
解
す
る
莫なか
れ
、
わ
れ
ら
は
子
の
如

き
西
人
崇
拝
に
あ
ら
ず
。

　
文
学
の
標
準
と
わ
れ
ら
の
言
ひ
し
は
何
も
む
づ
か
し
き
事
に
あ
ら
ず
。
詩

文
を
見
、
絵
画
彫
刻
を
見
て
美
な
り
美
な
ら
ず
と
評
す
る
は
、
そ
の
評
者
の

胸
中
に
「
文
学
美
術
の
標
準
」
あ
り
、
そ
れ
に
因
り
て
評
す
る
な
り
。
わ
れ

ら
の
言
ひ
し
文
学
の
標
準
と
い
ふ
者
こ
れ
の
み
。
即
ち
英
仏
独
の
文
学
者
に

も
そ
れ
ぞ
れ
の
標
準
あ
り
し
な
る
べ
く
、
支
那
の
文
学
者
に
も
ま
た
そ
れ
ぞ

れ
の
標
準
あ
り
し
な
る
べ
し
。
子
に
も
標
準
あ
る
べ
し
。
わ
れ
ら
に
も
標
準

あ
る
な
り
。
た
だ
古
今
東
西
に
通
ず
る
標
準
と
言
ひ
し
を
以
て
誤
解
を
来
た

せ
る
が
如
し
。
文
学
の
標
準
と
い
へ
ば
古
今
東
西
に
通
ず
る
事
は
言
は
で
も
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善
か
り
し
な
り
。
既
に
標
準
と
い
ふ
、
古
い
に
し
えの
歌
を
評
す
る
と
今
の
歌
を
評
す

る
と
に
よ
り
て
相
異
な
る
べ
く
も
あ
ら
ず
、
東
洋
の
歌
を
評
す
る
と
西
洋
の

歌
を
評
す
る
と
に
よ
り
て
相
異
な
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
古
今
東
西
に
通
ず
る

と
は
こ
の
事
な
り
。
千
人
万
人
の
標
準
が
一
定
せ
り
な
ど
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
。

　
西
洋
や
支
那
の
「
文
学
」
と
い
ふ
語
の
定
義
な
ど
を
並
べ
た
る
は
全
く
無

用
に
属
す
。
何
と
な
れ
ば
古
人
の
い
は
ゆ
る
文
、
文
学
な
る
者
は
わ
れ
ら
の

い
は
ゆ
る
文
学
と
そ
の
程
度
区
域
に
お
い
て
相
違
あ
る
者
多
き
の
み
な
ら
ず
、

全
く
意
味
を
異
に
す
る
者
さ
へ
少
か
ら
ず
。
支
那
に
て
文
を
道
の
意
に
用
う

る
が
如
き
こ
れ
な
り
。
そ
の
根
底
に
お
い
て
意
味
の
異
な
る
文
の
定
義
な
ど

を
掲
げ
て
、 

駁  

撃 

ば
く
げ
き

せ
ん
と
す
る
は
見
当
違
ひ
た
る
を
免
れ
ず
。
わ
れ
ら
の

い
は
ゆ
る
文
学
は
理
窟
の
外
に
立
つ
者
に
て
道
を
載さい
す
る
者
な
ど
に
非
ざ
る
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な
り
。
わ
れ
ら
の
い
は
ゆ
る
文
学
は
わ
れ
ら
が
し
ば
し
ば
説
明
す
る
が
如
き

を
い
ふ
な
り
。
も
し
こ
れ
も
文
学
と
い
ふ
語
が
当
ら
ぬ
と
な
ら
ば
美
文
と
な

り
言
ふ
べ
し
。
字
の
定
義
な
ど
を
説
く
は
枝
葉
に
渉わた
る
の
嫌
き
ら
いあ
れ
ば
こ
こ
に

説
か
ず
。

　
文
学
は
実
用
と
娯
楽
と
を
兼
ね
た
り
と
の
説
固もと
よ
り
わ
れ
ら
の
説
と
異
な

り
。
（
実
用
の
語
は
普
通
の
解
釈
に
従
ふ
）
理
学
に
し
て
文
学
に
属
す
べ
き

も
の
あ
り
と
い
ふ
事
な
ら
ば
、
子
の
い
は
ゆ
る
文
学
は
わ
れ
ら
の
い
は
ゆ
る

文
学
と
異
な
る
事
い
よ
い
よ
明
か
な
り
。
実
用
即
ち
教
訓
を
垂た
る
る
と
い
ふ

に
至
り
て
益
〻
筋
路
の
異
な
る
を
見
る
。
普
通
の
場
合
に
て
は
教
訓
的
の
者

は
文
学
の
範
囲
外
に
あ
り
。
さ
れ
ど
か
か
る
者
を
も
文
学
と
い
ふ
と
な
ら
ば

子
の
勝
手
な
り
。
他
人
こ
れ
を
如
何
い
か
ん
と
も
す
る
能あた
は
ず
。
た
だ
わ
れ
ら
の
い
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ふ
文
学
と
性
質
を
異
に
す
と
い
ふ
こ
と
を
明
言
し
置
く
に
止とど
め
ん
。

「
優
艶
天
地
を
撼うご
か
す
」
と
い
ふ
語
少ち
と
変
な
語
な
れ
ど
も
、
そ
の
意
を
察

す
る
に
優
美
な
る
事
を
い
ふ
な
ら
ん
。
支
那
の
語
に
て
優
美
な
る
詩
が
天
地

を
撼
か
す
と
は
い
ふ
ま
じ
と
思
へ
ど
、
そ
れ
も
言
葉
咎とが
め
に
類
す
れ
ば
言
は

ず
。
た
だ
特
に
優
と
か
艶
と
か
い
ふ
字
を
こ
こ
に
出
だ
し
た
る
は
、
か
り
そ

め
の
思
ひ
つ
き
な
る
べ
き
も
、
和
歌
の
弊
風
を
自
ら
現
し
た
る
者
な
り
。
歌

よ
み
は
歌
を
優
美
に
詠
め
よ
と
い
ふ
、
甚
だ
し
き
は
優
美
な
ら
ざ
る
は
歌
に

あ
ら
ず
と
ま
で
い
ふ
者
も
あ
り
。
こ
れ
歌
の
腐
敗
し
た
る
一
原
因
な
り
。
わ

れ
ら
を
し
て
言
は
し
め
ば
歌
を
詠
む
に
は
優
美
に
も
詠
め
、
雄
壮
に
も
詠
め
、

古
雅
に
も
詠
め
、
奇
警
に
も
詠
め
、  

荘    
重  

そ
う
ち
ょ
う

に
も
詠
め
、
軽
快
に
も
詠
め

と
い
は
ん
と
す
。
こ
こ
に
用
ゐ
し
語
は
深
き
意
味
な
し
と
す
る
も
、
歌
が
一
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般
に
優
と
か
艶
と
か
い
ふ
こ
と
を
離
る
る
能
は
ざ
り
し
は
事
実
な
り
。

「
国
歌
の
人
を
鼓
舞
し
て
忠
誠
を
貫
か
し
め
人
を  

劇    

奨  

げ
き
し
ょ
う

し
て 

孝  

貞 

こ
う
て
い

を

竭つ
く
さ
し
め
」
云
々
「
豈あに
翅ただ
に
花
を
賞
し
月
を
愛め
で
春
霞
に
思
お
も
いを
遣や
り
風
鳥

に
心
を
傾
く
る
」
云
々
の
数
行
、
文
章
も
変
だ
が
議
論
も
変
な
り
。
和
歌
が

人
を
鼓
舞
し
云
々
し
た
る
事
も
た
ま
に
は
あ
り
し
か
も
知
ら
ず
、
さ
れ
ど
そ

は
文
学
に
多
く
あ
る
こ
と
に
あ
ら
ず
。
ま
し
て
和
歌
の
如
く
無
気
力
な
る
者

に
お
い
て
あ
り
さ
う
に
も
な
き
事
な
り
。
「
無
味
の
感
念
」
な
ど
い
ふ
語
奇

妙
な
語
に
し
て
ち
よ
つ
と
解
し
か
ぬ
れ
ど
、
何
だ
か
花
月
を
愛
す
る
を
誹そし
り

た
る
者
の
如
し
。
わ
れ
ら
は
花
月
を
賞
す
る
上
に
は
趣
味
多
し
、
教
訓
的
の

事
に
は
趣
味
少
す
く
なし
と
い
ふ
説
な
れ
ば
と
に
か
く
大
反
対
な
り
。
（
四
月
一
日
）
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六

「
国
歌
は
国
歌
と
し
て
独
立
し
」
な
ど
と
は
訳
の
分
ら
ぬ
言
葉
な
り
。
「
俳

句
は
俳
句
と
し
て
独
立
し
」
と
も
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
や
。
独
立
と
は
他
国

文
学
の
影
響
を
受
け
ぬ
と
い
ふ
こ
と
か
知
ら
ね
ど
、
和
歌
に
漢
語
を
用
う
る

は
前
に
も
言
へ
る
が
如
し
。
思
想
の
上
に
も
多
少
漢
学
仏
教
の
影
響
を
受
け

た
る
は
事
実
な
り
。
そ
れ
で
も
な
ほ
日
本
固
有
の
処
が
あ
る
と
の
意
味
か
も

知
れ
ね
ど
、
そ
の
固
有
の
処
が
極
め
て
価
値
な
き
者
な
ら
ば
、
な
か
な
か
に

は
づ
か
し
く
て
独
立
な
ど
と
い
へ
た
義
理
に
非
ざ
る
べ
し
。
維
新
前
後
の
歌

な
ど
に
残
つ
て
ゐ
る
日
本
固
有
の
部
分
は
、
そ
の
価
値
な
き
者
な
ら
ん
と
思

ふ
な
り
。

34人々に答ふ



「
文
人
読
者
を
し
て
新
思
想
を
抱
か
し
め
、
知
ら
ず
識
ら
ず
旧
思
想
を
嫌
悪
け
ん
お

否
定
す
る
に
至
ら
し
む
る
の
用
意
な
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
は
手
段
の  

緩    

か
ん
き
ゅ

急  う
を
い
へ
る
な
り
。
わ
れ
ら
は
必
ず
し
も
「
知
ら
ず
識
ら
ず
」
的
の
緩
手

段
を
の
み
取
ら
ん
と
は
思
は
ず
。
知
り
て
改
む
る
人
も
あ
る
べ
し
と
信
ず
る

を
以
て
な
り
。

　
外
国
の
文
学
思
想
を
輸
入
す
べ
し
と
い
ふ
事
、
外
国
の
文
学
を  

剽    

窃  

ひ
ょ
う
せ
つ

せ
よ
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
。
剽
窃
に
あ
ら
ず
し
て
輸
入
す
る
事
、
歌
人
の
腕
次

第
な
り
。
外
国
文
学
よ
り
得
た
る
思
想
に
て
も
、
日
本
歌
人
の
脳
中
に
入
り

て
、
そ
れ
が
歌
と
な
り
て
再
び
出
づ
る
時
は
、
そ
の
思
想
は
日
本
化
せ
ら
れ

を
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
既
に
日
本
化
せ
ら
れ
た
る
者
は
日
本
の
思
想
な
り
。

天
真
の
桜
花
の
、
人
造
の
薔
薇
そ
う
び
の
と
い
ふ
譬ひ
喩ゆ
は
か
た
は
ら
い
た
し
。
桜
花
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を
の
み
無
上
に
あ
り
が
た
が
り
て
、
外
の
花
の
美
を
知
ら
ぬ
人
と
は
、
共
に

美
術
文
学
を
語
り
が
た
し
。

　
或ある
人
（
秋
田
県
樺
園
子

か
え
ん
し

）
曰
く
、
万
葉
の
歌
は
十
中
八
、
九
ま
で
世
道
人

心
に
関
係
あ
れ
ば
善
し
。
古
今
以
後
の
歌
は
徒
い
た
ず
らに
月
を
賞
し
花
を
玩
も
て
あ
そぶ
。
故

に
取
ら
ず
。
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
か
く
の
如
き
事
は
前
に
も 

度  

々 

た
び
た
び

言
ひ
た
れ
ば
、
今
更
繰

り
返
す
も
と
思
へ
ど
な
ほ
少
し
い
ふ
べ
し
。
歌
は
世
道
人
心
に
関
係
あ
る
故

善
き
に
あ
ら
ず
。
世
道
人
心
に
関
す
る
歌
に
て
善
き
も
あ
り
悪あし
き
も
あ
り
。

歌
は
花
月
を
弄
も
て
あ
そび
た
る
が
た
め
に
悪
き
に
あ
ら
ず
。
花
月
を
弄
び
た
る
歌
に

て
善
き
も
あ
り
悪
き
も
あ
り
。
万
葉
の
中
に
は
「
田
子
の
浦
ゆ
う
ち
い
で
て

見
れ
ば
真
白
に
ぞ
不ふ
尽じ
の
高
嶺
た
か
ね
に
雪
は
ふ
り
け
る
」
「
わ
か
の
浦
に
汐しお
満
ち
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く
れ
ば
滷かた
を
な
み
蘆
辺
あ
し
べ
を
さ
し
て
た
づ
鳴
き
わ
た
る
」
な
ど
と
い
ふ
歌
あ
り

て
、
人
も
名
歌
と
し
、
わ
れ
ら
も
爾し
か
思
へ
り
。
さ
れ
ど
こ
れ
ら
は
世
道
人

心
に
何
ら
の
関
係
も
な
き
な
り
。
善
を
勧
め
悪
を
懲こ
ら
し
、
人
を
教
へ
人
を

導
く
は
道
歌
に
如し
く
者
あ
る
ま
じ
。
さ
れ
ど
道
歌
な
る
者
は
総
じ
て
つ
ま
ら

ぬ
者
な
り
。

　
ま
た
『
万
葉
集
』
を
評
し
て
「
歌
は
国
家
治
教
の
道
な
る
に
よ
り
、
当
時

の
人
は
思
の
ま
ま
を
述
べ
た
る
者
な
り
」
な
ど
と
い
へ
る
は
一
文
章
の
内
既

に  

撞    

著  

ど
う
ち
ゃ
く

あ
り
。
国
家
治
教
と
か
を
目
的
と
し
て
歌
詠
ま
ん
に
は
、
思
の

ま
ま
に
は
詠
ま
れ
ぬ
訳
な
り
。
思
の
ま
ま
に
歌
詠
み
た
ら
ん
に
は
、
国
家
治

教
な
ど
い
へ
る
事
に
関
係
な
き
歌
も
出
来
る
訳
な
り
。
実
に
や
万
葉
時
代
の

人
は
、
思
の
ま
ま
を
詠
み
た
れ
ば
、
国
家
治
教
な
ど
と
は
似
て
も
つ
か
ぬ
歌
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を
多
く
詠
み
い
で
た
る
な
り
。

　
一
般
に
い
へ
ば
、
歌
は
倫
理
的
善
悪
の
外
に
立
つ
処
に
妙
味
は
あ
る
な
り
。

俗
世
間
の
渦
巻
く
塵ちり
を
雲
の
上
で
見
て
を
る
処
に
妙
味
は
あ
る
な
り
。
倫
理

は
徒
い
た
ず
らに
善
を
勧
め
徒
に
悪
を
懲
ら
す
傍
か
た
わ
らに
あ
り
て
、
歌
は
善
と
も
悪
と
も
い

は
ず
、
た
だ
か
く
の
如
く
愉
快
に
か
く
の
如
く
平
和
な
る
場
所
あ
る
こ
と
を

黙
示
す
る
な
り
。
世
間
は
名
利
に
趨はし
り 

煩  

悩 

ぼ
ん
の
う

に
苦
し
め
ら
れ
、  

掌    

大  

し
ょ
う
だ
い

の
土
地
の
上
に
気
違
ひ
の
如
く
狂
ひ
ま
は
る
を
、
歌
人
は
独ひと
り
こ
れ
を
余よ
所そ

に
見
て
花
に
遊
び
月
に
戯
た
わ
むれ
、
無
限
の
天
地
に
清
浄
の
空
気
を
吸
ひ
を
る
な

り
。
彼かの
俗
人
だ
ち
が
歌
を
善
悪
の
間
、
俗
界
の
中
に
求
む
る
は
そ
も
そ
も
誤

れ
り
。
（
四
月
二
日
）
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七

「
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
川

や
そ
う
じ
が
わ
の
網
代
木

あ
じ
ろ
ぎ

に
い
ざ
よ
ふ
波
の
ゆ
く
へ
知
ら
ず
も
」

の
歌
を
前
に
八
田
な
ど
の
歌
と
共
に
挙
げ
て
か
に
か
く
と
論
あ
げ
つ
らひ
し
か
ば
、
八

田
な
ど
の
歌
と
同
じ
さ
ま
に
誹そし
り
た
り
と
思
は
れ
た
る
に
や
、
こ
れ
を
難
ぜ

ら
る
る
人
多
し
。
こ
の
歌
を
八
田
な
ど
の
歌
と
同
じ
様
に
見
た
る
に
あ
ら
ざ

る
こ
と
は
そ
の
時
の
文
に
も
記
し
置
き
た
れ
ど
、
言
葉
足
ら
ざ
れ
ば
意
通
ぜ

ざ
り
け
ん
。
故
に
今
改
め
て
彼かの
歌
を
例
に
引
き
た
る
訳
を
申
す
べ
し
。

　
世
の
歌
よ
み
に
『
万
葉
集
』
を
崇
拝
す
る
人
あ
り
、
『
古
今
集
』
を
崇
拝

す
る
人
あ
り
。
い
づ
れ
も
一
得
一
失
は
あ
る
べ
け
れ
ど
、
大
体
の
上
よ
り
は

わ
れ
ら
は
『
万
葉
集
』
崇
拝
の
方
に
賛
成
す
る
な
り
。
し
か
し
『
万
葉
集
』
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崇
拝
家
な
る
者
は
、
多
く
万
葉
の
区
域
（
否
、
む
し
ろ
万
葉
中
の
或ある
部
分
）

を
固
守
し
て
一
歩
も
そ
の
外
に
越
え
ざ
る
を
以
て
、
歌
に
入
る
べ
き
事
物
材

料
極
め
て
少
く
、
た
め
に
吾
人
ご
じ
ん
が
感
得
す
る
諸
種
の
美
を
現
す
こ
と
能あた
は
ず
。

こ
れ
わ
れ
ら
が
万
葉
崇
拝
家
に
不
満
を
抱
く
所
な
り
。
故
に
万
葉
崇
拝
家
が

常
に
手
本
と
し
て
示
す
所
の
「
も
の
の
ふ
の
」
の
歌
を
取
り
て
こ
と
さ
ら
に

云
々
し
た
る
な
り
。

　
美
に
簡
単
な
る
美
あ
り
、
複
雑
な
る
美
あ
り
。
世
の
文
学
者
あ
る
い
は
複

雑
の
み
を
以
て
美
と
な
す
。
わ
れ
ら
取
ら
ず
。
人
あ
る
い
は
わ
れ
ら
を
以
て

複
雑
の
美
を
の
み
好
む
と
為な
す
。
こ
れ
誤
解
な
り
。
わ
れ
ら
は
簡
単
の
美
を

も
好
み
複
雑
の
美
を
も
好
む
。
し
か
れ
ど
も
簡
単
の
美
を
詠
み
た
る
歌
は
、

複
雑
の
美
を
詠
み
た
る
歌
の
如
く
、
多
く
出
来
ざ
る
事
は
数
に
お
い
て
明
あ
き
ら
かな
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り
。
例
へ
ば
こ
こ
に
十
箇
の
材
料
あ
り
と
せ
ん
に
、
こ
れ
を
一
首
に
一
箇
づ

つ
用
ゐ
て
歌
を
作
り
な
ば
十
首
を
得
る
の
み
な
れ
ど
、
二
箇
づ
つ
を
用
う
れ

ば
九
十
首
を
得
べ
く
、
三
箇
づ
つ
を
用
う
れ
ば
九
百
首
を
得
べ
く
、
四
箇
づ

つ
を
用
う
れ
ば
九
千
首
を
得
べ
き
割
合
な
り
。
か
つ
簡
単
な
る
美
に
は
趣
味

の
少
き
物
を
詠
む
に
不
可
な
れ
ど
も
、
複
雑
な
る
者
に
は
趣
味
の
少
き
物
も
、

趣
味
多
き
物
と
配
合
し
て
用
ゐ
得
る
場
合
多
し
。
ま
た
趣
味
の
な
き
者
と
あ

る
者
と
を
、
こ
と
さ
ら
に
並
べ
て
反
映
せ
し
む
る
事
も
あ
る
べ
し
。
か
た
が

た
以
て
複
雑
的
の
者
は
多
く
出
来
得
べ
く
、
簡
単
的
の
者
は
多
く
出
来
得
べ

か
ら
ざ
る
理
な
り
。
し
か
る
に
和
歌
な
る
者
は
、
千
年
来
常
に
簡
単
の
美
を

の
み
現
さ
ん
と
務
め
た
る
を
以
て
、
終つい
に
重
複
ま
た
重
複
、
陳
腐
ま
た
陳
腐

と
な
り
を
は
り
た
り
。
（
こ
れ
歌
の
陳
腐
に
流
れ
た
る
一
大
原
因
な
り
）
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「
も
の
の
ふ
の
」
の
歌
た
け
高
く
詠
ま
れ
た
る
由
は
前
に
も
い
へ
り
。
わ
れ

ら
は  
人  

丸  

集  
ひ
と
ま
ろ
し
ゅ
う

中
に
こ
の
た
け
高
き
歌
あ
る
を
喜
ぶ
な
り
、
『
万
葉
集
』

中
に
こ
の
た
け
高
き
歌
あ
る
を
喜
ぶ
な
り
、
日
本
文
学
の
中
に
こ
の
た
け
高

き
歌
あ
る
を
喜
ぶ
な
り
。
し
か
れ
ど
も
こ
の
歌
は
趣
向
の
最
も
っ
と
も簡
単
な
る
者
な

り
、
簡
単
に
傾
き
た
る
和
歌
の
中
に
て
も
殊こと
に
簡
単
な
る
者
な
り
。
そ
の
た

け
高
き
も
こ
の
簡
単
な
る
処
に
あ
る
者
な
れ
ど
、
さ
て
こ
れ
を
手
本
と
し
て

歌
を
作
ら
ん
に
は
、
さ
ら
で
も
陳
腐
な
る
歌
の
い
よ
い
よ
陳
腐
な
ら
ん
事
を

恐
る
る
な
り
。
こ
の
歌
の
如
き
調
に
倣なら
ひ
た
る
は
後
世
に
あ
り
て
は
恋
歌
に

最
も
多
し
。

　
　
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
さ
月
の
あ
や
め
草
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
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な

　
　

　
　
吉
野
川
い
は
波
高
く
行
く
水
の
は
や
く
ぞ
人
を
思
ひ
そ
め
て
し

　
　

　
　
春
日
野

か
す
が
ぬ

の
雪
間
を
分
け
て
生お
ひ
出
づ
る
草
の
は
つ
か
に
見
え
し
君
か
も

の
如
き
を
初
は
じ
めと
し
て
、
ど
の
集
に
も
こ
の
集
に
も
、
か
く
の
如
き
詠
み
方
の

恋
歌
は
沢
山
に
見
ゆ
る
故
に
、
わ
れ
ら
が
見
る
と
同
じ
歌
を
幾
度
も
繰
返
し

て
出
し
た
か
と
思
ふ
ば
か
り
に
陳
腐
と
は
な
れ
り
。
し
か
し
こ
こ
に
注
意
し

置
き
た
き
は
、
わ
れ
ら
が
今
論
じ
つ
つ
あ
る
は
陳
腐
と
否
と
の
論
に
し
て
、

雅
俗
の
論
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
り
。
も
し
雅
俗
の
点
よ
り
い
は
ば
こ
の
種
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の
歌
は
歌
の
中
の
雅
な
る
者
に
属
し
、
殊
に
恋
歌
の
中
の
雅
な
る
者
に
属
す
。

恋
歌
に
は
俗
な
る
者
、
理
窟
ツ
ぽ
き
者
多
き
中
に
、
こ
の
種
の
恋
歌
は
俗
を

脱
し
理
窟
を
離
る
、
右
に
挙
げ
た
る
三
首
の
如
き
は
む
し
ろ
恋
歌
中
の
佳
作

な
る
べ
し
。
さ
れ
ど
陳
腐
と
否
と
の
点
よ
り
い
は
ば
（
古
今
集
時
代
即
ち
右

に
挙
げ
た
る
歌
の
如
き
は
い
ま
だ
陳
腐
な
ら
ず
）
後
世
に
至
る
に
従
ひ
、
こ

の
種
の
歌
ほ
ど
陳
腐
な
る
は
あ
ら
ず
。
わ
れ
ら
の
歌
を
評
す
る
に
は
、
第
一

に
俗
な
る
者
は
俗
と
し
て
こ
れ
を
斥
し
り
ぞけ
、
第
二
に
俗
な
ら
ざ
る
者
の
中
に
て

も
、
陳
腐
な
る
者
は
陳
腐
と
し
て
こ
れ
を
斥
く
。
こ
こ
に
論
ず
る
者
陳
腐
の

一
点
に
あ
り
。
（
名
所
と
し
て
の
「
も
の
の
ふ
の
」
の
歌
は
次
に
論
ぜ
ん
）

（
四
月
四
日
）
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八

「
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
川

や
そ
う
じ
が
わ
の
網
代
木

あ
じ
ろ
ぎ

に
」
の
歌
に
、
名
所
の
特
色
を
現
さ
ず

と
い
ふ
事
に
つ
き
て
、
或ある
人
弁
じ
て
曰
く
、
網
代
は
宇
治
田
上

う
じ
た
が
み

に
限
り
た
る

者
な
れ
ば
特
色
な
き
に
非
ず
と
、
網
代
が
宇
治
の
特
色
な
る
こ
と
は
わ
れ
ら

も
知
れ
り
。
さ
れ
ど
こ
の
歌
は
宇
治
川
も
網
代
木
も
、
皆
宇
治
川
網
代
木
そ

の
物
を
現
は
さ
ん
と
の
意
に
は
あ
ら
で
、
単
に
下
二
句
の
感
慨
を
引
き
出
す

た
め
の
道
具
に
過
ぎ
ざ
れ
ば
、
名
所
の
歌
の
手
本
に
す
べ
き
に
非
ず
と
い
へ

る
な
り
。
言
は
ば
「
山
川
の
ゐ
く
ひ
に
か
か
る
白
波
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
」

と
い
ひ
て
も
、
隅
田
川
の
百
本
杭
と
い
ひ
て
も
善
き
様
な
る
処
な
れ
ば
、
こ

の
歌
を
以
て
宇
治
川
を
詠
じ
た
る
者
と
は
な
し
が
た
し
。
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或
人
曰
く
、
こ
の
歌
の
初
三
句
意
味
な
し
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
、
「
も
の

の
ふ
の
」
と
あ
る
故
下
二
句
に
利
く
な
り
と
。
そ
れ
は
さ
る
事
も
あ
る
べ
し
。

さ
り
な
が
ら
「
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
」
と
い
ふ
意
味
の
語
、
初
に
な
く
と
も

な
ほ
こ
の
歌
は
善
く
聞
ゆ
る
に
や
と
覚
ゆ
。
如
何
い
か
が
や
。

　
或
人
曰
く
、
名
所
の
特
色
い
ち
じ
る
く
現
れ
を
ら
ず
と
も
、
そ
の
名
所
を

過
ぎ
て
詠
み
た
る
歌
な
ら
ば  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
か
る
べ
し
と
。
こ
の
説
に
は
異
論

な
し
。
た
だ
名
所
の
特
色
な
き
歌
を
、
名
所
の
歌
の
手
本
と
し
て
人
に
教
ふ

る
の
不
可
な
る
を
い
へ
る
な
り
。
こ
の
「
も
の
の
ふ
の
」
の
歌
の
如
き
は
名

所
の
歌
と
し
て
は
む
し
ろ
変
例
に
属
す
。
因ちな
み
に
い
ふ
、
名
所
と
い
ふ
事
に

つ
い
て
は
、
古
来
歌
よ
み
は
大
な
る  

謬    
見  

び
ゅ
う
け
ん

を
抱
き
ゐ
た
り
。
昔
の
歌
よ

み
は
、
い
は
ゆ
る
名
所
な
る
者
を
一
度
も
見
ず
し
て
い
い
加
減
に
歌
に
詠
み
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込
む
者
な
れ
ば
、
そ
の
名
所
の
歌
と
い
ふ
も
多
く
は
そ
の
地
の
特
色
を
現
し

た
る
者
に
非
ず
、
た
だ
古
歌
に
拠よ
り
て
ど
こ
そ
こ
は
千
鳥
の
名
所
な
り
、
ど

こ
そ
こ
は
山
吹
の
名
所
な
り
と
い
ふ
に
過
ぎ
ず
。
さ
れ
ば
そ
の
地
に
千
鳥
が

啼な
か
ず
と
も
、
そ
の
地
に
山
吹
が
咲
か
ず
と
も
、
固もと
よ
り
そ
れ
ら
に
頓
著
あ

る
べ
く
も
あ
ら
ず
、
甚
し
き
は
あ
る
か
な
き
か
分
ら
ぬ
や
う
な
名
所
を
、
平

気
に
用
ゐ
て
澄
ま
し
て
ゐ
た
る
の
ん
き
さ
加
減
は
驚
き
入
り
た
る
次
第
と
い

ふ
べ
し
。
尤
も
っ
とも
主
観
的
の
歌
の
引
合
に
名
所
を
用
う
る
は
知
ら
ぬ
処
に
て
も

差
支
な
か
る
べ
け
れ
ど
、
い
や
し
く
も
客
観
的
に
詠
む
場
合
、
即
ち
景
色
を

詠
む
場
合
に
は
、
そ
の
地
を
知
ら
ざ
れ
ば
到
底
善
き
歌
に
は
な
る
ま
じ
。
あ

る
い
は
古
歌
古
書
に
拠
り
、
あ
る
い
は 
人  
伝 
ひ
と
づ
て

に
聞
き
、
あ
る
い
は
絵
画
写

真
に
て
そ
の
地
の
大
概
を
知
り
た
る
後
、
こ
れ
を
歌
に
詠
む
事
は
な
き
に
あ
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ら
ね
ど
、
そ
れ
す
ら
常
に
す
る
事
に
あ
ら
ず
。
そ
れ
を
京
都
の
外
一
歩
も
踏

み
出
さ
ぬ
公く
卿げ
た
ち
が
、
歌
人
は
坐い
な
が
ら
に
名
所
を
知
る
な
ど
と
称
し
て
、

名
所
の
歌
を
詠
む
に
至
り
て
は
乱
暴
も
ま
た
極
ま
れ
り
。
か
く
の
如
き
は
古

今
以
後
和
歌
が  
堂    

上  
ど
う
じ
ょ
う

に
の
み
行
は
れ
た
る
弊
に
し
て
、
和
歌
が
堂
上
に

盛さか
んな
り
し
一
事
は
、
名
所
の
歌
の
み
な
ら
ず
、
総すべ
て
の
歌
を
腐
敗
せ
し
む
る

一
原
因
と
は
な
れ
り
。
さ
れ
ど
こ
は
公
卿
の
罪
に
あ
ら
ず
し
て
む
し
ろ
在
野

の
人
の
罪
な
り
。 

在  

満 

あ
り
ま
ろ

ら
が
和
歌
は
堂
上
の
専
有
物
に
非
ず
と
大
呼
す
る

ま
で
は
、
在
野
の
歌
よ
み
は
皆
堂
上
方
に
屈
伏
し
て
自
分
を
軽
蔑
し
ゐ
た
り

し
な
り
。
真
淵
・
在
満
な
ど
出
で
て
よ
り
後
、
和
歌
の
権
は
公
卿
の
手
を
離

れ
た
る
も
、
そ
の
弊
習
は
な
ほ
全
く
こ
れ
を
払
ひ
去
る
能
は
ず
。 

蒿  

蹊 

こ
う
け
い

が

『  

勝
地
吐
懐
篇  

し
ょ
う
ち
と
か
い
へ
ん
』
の 

凡  

例 

は
ん
れ
い

の
下
に
「
は
た
地
理
は
知
ら
で
も
よ
み
う
た
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に
さ
は
り
な
し
と
い
ふ
は
世
の
常
な
れ
ど
、
た
と
へ
ば
或
る
名
所
集 

辛  

崎 

か
ら
さ
き

の
条
下
に
、 

朝  

妻 

あ
さ
づ
ま  

読    

合  

よ
み
あ
わ
せ

と
ば
か
り
か
け
る
を
み
て
、
い
と
ま
ぢ
か
き

所
の
や
う
に
読
み
し
人
あ
り
、
辛
崎
は
比
叡
ひ
え
い
の
東
阪
本
に
て
志
賀
郡
、
浅
妻

は
筑
間
つ
く
ま
に
隣
り
て
坂
田
郡
か
、
湖
を
中
に
隔
て
あ
は
ひ
十
里
余
や
あ
ら
ん
」

云
々
と
書
け
る
は
、
幾
分
か
空
想
的
名
所
歌
の
弊
を
看
破
し
た
る
に
は
相
違

な
け
れ
ど
、
さ
り
と
て
名
所
を
知
る
は
こ
れ
ら
の 

誤  

謬 

ご
び
ゅ
う

な
か
ら
し
め
ん
が

た
め
の
み
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
誤
謬
な
し
と
て
特
色
な
け
れ
ば
名
所
の
歌

に
は
あ
ら
じ
。

　
　
附
け
て
い
ふ
、
前
稿
に
歌
の
数
を
計
算
す
る
処
に 

錯 

列 

法 

さ
く
れ
つ
ほ
う
を
用
ゐ
し

　
は
わ
れ
ら
の
考
へ
誤
り
た
る
な
り
。
改
め
て
順
列
法
に
因
り
た
る
計
算
を

　
記
さ
ん
に
、
二
箇
づ
つ
を
用
ゐ
た
る
歌
の
数
は
四○

十○

五○

首
、
三
箇
づ
つ
を
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用
う
れ
ば
百○

五○

十○

首
、
四
箇
づ
つ
を
用
う
れ
ば
三○

百○

七○

十○

五○

首
と
な
る
な

　
り
。
（
四
月
七
日
）

　
　
　
　
　
　
九

　
或ある
人
曰
く
、
子
の
歌
は
子
の
歌
に
て
や
る
が
善
け
れ
ど
一
々
古
歌
を
打
ち

毀こわ
す
は
不
服
な
り
。
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
「
旧
思
想
を
破
壊
し
尽
し
」
な
ど
前
に
言
ひ
し
故
、
あ
る

い
は
誤
解
を
来
せ
し
か
も
知
ら
ず
。
こ
の
旧
思
想
と
い
ふ
は
『
古
今
集
』
以

後
今
日
ま
で
に
行
は
る
る
理
窟
ツ
ぽ
き
思
想
、
陳
腐
な
る
趣
向
な
ど
を
指
し

た
る
に
て
、
総すべ
て
の
古
歌
の
想
を
含
み
た
る
に
あ
ら
ず
。
わ
れ
ら
が
作
る
所
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の
歌
は
固もと
よ
り
歌
の
一
部
分
と
見
て
も
よ
ろ
し
く
、
半
部
分
と
見
て
も
よ
ろ

し
く
、
こ
れ
ら
の
外
に
万
葉
調
の
歌
に
て
善
き
者
も
出で
来く
べ
く
、
古
今
調
の

歌
に
て
善
き
者
も
出
来
べ
く
、
将は
た
古
人
の
調
に
も
あ
ら
ず
、
わ
れ
ら
の
調

に
も
あ
ら
ざ
る
一
種
の
新
調
に
て
善
き
歌
も
出
来
べ
く
、
決
し
て
わ
れ
ら
の

歌
に
非
ざ
れ
ば
歌
に
非
ず
な
ど
と
い
ふ
狭
い
量
見
は
少
し
も
持
た
ず
。
し
か

し
古
人
の
歌
で
も
名
家
の
作
で
も
理
窟
ツ
ぽ
き
思
想
、
陳
腐
な
る
趣
向
は
あ

く
ま
で
非
難
を
試
み
る
べ
し
。

　
或
人
曰
く
、
古
来
、
歌
と
い
ひ
来
り
た
る
は
子
の
作
る
所
の
如
き
者
に
非

ず
。
さ
れ
ば
子
の
作
る
所
は
一
種
特
別
の
者
な
れ
ば
、
歌
と
い
は
ず
に
、
何

と
か
外
の
名
を
用
ゐ
て
は
如
何
。
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
面
白
き
事
を
承
る
者
か
な
。
わ
れ
ら
は
歌
と
い
ふ
語
を
拝
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借
し
て
も
よ
ろ
し
か
ら
ん
と
の
考
に
て
、
歌
と
言
ひ
来
り
た
る
も
、
そ
れ
が

悪あ
し
と
な
ら
ば
如
何
に
も
名
づ
け
給
は
る
べ
し
。
俳
諧
歌
と
な
り
と
、
狂
歌

と
な
り
と
、
味み
噌そ
と
な
り
と
、
糞くそ
と
な
り
と
思
ふ
や
う
に
名
づ
け
ら
れ
て
苦

し
か
ら
ず
。
わ
れ
ら
は
名
称
な
ど
に
か
か
は
ら
ざ
る
な
り
。
さ
れ
ど
言
葉
の

遊
び
を
主
と
す
る
『
古
今
集
』
の
誹
諧
歌
と
、
趣
味
を
重
ん
ず
る
わ
れ
ら
の

作
と
は
、
根
底
に
お
い
て
同
じ
か
ら
ざ
る
を
忘
れ
た
ま
ふ
な
。
地
ぐ
ち
シ
ヤ

レ
を
喜
ぶ
い
は
ゆ
る
狂
歌
と
、
地
ぐ
ち
シ
ヤ
レ
を 

擯  

斥 

ひ
ん
せ
き

す
る
わ
れ
ら
の
作

と
、
立
脚
地
を
異
に
す
る
事
を
忘
れ
た
ま
ふ
な
。
そ
れ
を
承
知
の
上
で
な
ら
、

何
と
で
も
名
づ
け
給
は
る
べ
し
。

　
或
人
曰
く
、
わ
れ
わ
れ
が
梅
が
香か
を
鼻
に
感
ず
る
上
は
、
そ
れ
を
歌
に
詠

ま
れ
ぬ
訳
は
あ
る
ま
じ
。
云
々
。

52人々に答ふ



　
答
へ
て
曰
く
、
固
よ
り
梅
が
香
を
歌
に
詠
ま
れ
ぬ
と
い
ふ
訳
は
少
し
も
な

け
れ
ど
、
余
り
陳
腐
な
る
歌
多
き
故
、
前
に 

戯  

言 

ざ
れ
ご
と

を
放
ち
た
る
な
り
。
趣

味
あ
る
や
う
に
、
陳
腐
な
ら
ぬ
や
う
に
詠
ま
ば
、
梅
が
香
も
好
題
目
な
る
べ

し
。

　
或
人
曰
く
、
漢
語
に
て
も
俗
語
に
て
も
、
構
は
ず
用
う
る
事
に
な
れ
ば
、

無
学
な
る
者
が
、
飛
ん
で
も
な
い
歌
を
う
な
り
出
す
や
う
な
弊
害
を
生
ぜ
ざ

る
か
。

　
答
へ
て
曰
く
、
弊
害
ま
で
を
考
へ
ら
る
る
は
よ
ほ
ど
深
切
な
考
な
れ
ど
も
、

わ
れ
ら
は
そ
ん
な
事
を
考
へ
ず
と
も
善
か
る
べ
し
と
思
ふ
。
弊
害
は
固
よ
り

起
る
べ
し
。
僅
わ
ず
かに
一
ヶ
月
を
過
ぎ
た
る
今
日
に
て
す
ら
、
飛
ん
で
も
な
い
見

当
違
ひ
の
歌
は
、
い
く
ら
も
わ
れ
ら
の
几
辺
き
へ
ん
に
飛
び
来
る
を
見
る
。
さ
れ
ど
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弊
害
は
何ど
処こ
に
も
あ
る
事
な
り
。
従
来
の
如
く
歌
を
詠
む
に
は
、
多
少
古
語

を
学
ば
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
時
代
に
お
い
て
は
如
何
。
歌
よ
み
は
文
法
だ
の
語

格
だ
の
詠
み
方
だ
の
と
、
か
ら
威
張
に
威
張
り
、
ひ
た
拘
こ
だ
わり
に
拘
り
て
、
無

趣
味
な
る
陳
腐
な
る
歌
の
み
を
作
り
し
に
あ
ら
ず
や
。
漢
語
や
俗
語
を
用
ゐ

て
、
そ
れ
で
善
き
歌
を
作
り
得
べ
し
と
の
見
込
あ
ら
ば
、
何
処
ま
で
も
そ
れ

を
用
う
る
こ
と
を
勧
む
る
が
当
然
な
ら
ん
。
飛
ん
で
も
な
い
歌
が
出
て
来
た

ら
ば
、
飛
ん
で
も
な
い
歌
と
し
て
斥
し
り
ぞけ
ん
の
み
。

　
或
人
曰
く
、
真
淵
を
評
し
て
存
外
万
葉
の
分
ら
ぬ
、
な
ど
と
は
片
は
ら
痛

し
。
万
葉
を
崇
拝
し
て
も
万
葉
を
模
せ
ざ
る
所
が
、
真
淵
の
真
淵
た
る
所
以
ゆ
え
ん

な
り
。
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
こ
れ
も
贔
屓
ひ
い
き
の
引
き
倒
し
に
は
非
ざ
る
か
。
真
淵
が
万
葉

54人々に答ふ



以
外
に
一
派
を
立
て
た
（
一
派
と
い
ひ
得
べ
き
か
否
か
知
ら
ず
）
の
は
え
ら

し
と
す
る
も
、
そ
の
一
派
な
る
者
が
万
葉
よ
り
劣
り
た
る
者
な
ら
ん
に
は
、

何
の
取
得
と
り
え
か
あ
る
べ
き
。
わ
れ
ら
は
真
淵
の
歌
は
万
葉
に
劣
れ
り
と
信
ず
。

む
し
ろ
万
葉
を
模
倣
し
た
ら
ば
最も
ち
つ
と
善
き
歌
を
得
た
ら
ん
か
と
思
ふ
な

り
。
故
に
彼
は
万
葉
の
味
を
解
せ
ぬ
か
と
疑
ひ
し
な
り
。
右
は
短
歌
の
上
な

れ
ど
、
長
歌
に
至
り
て
は
真
淵
は
万
葉
を
模
し
た
り
。
従
つ
て
そ
の
値
打
短

歌
の
上
に
あ
り
と
わ
れ
ら
は
思
ふ
。
難
者
の
如
き
は
真
淵
の
長
歌
を
以
て
短

歌
に
劣
れ
り
と
な
す
に
や
あ
ら
ん
。
し
か
ら
ば
わ
れ
ら
と
は
全
く
見
様
を
異

に
す
る
な
り
。
（
四
月
十
二
日
）

　
　
　
　
　
　
十
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或ある
人
（
玄
竜
子
）
曰
く
、
盛
唐
の
詩
集
と
蕪
村
派
の
句
集
と
を
並
べ
い
ふ

こ
と
の
不
倫
と
申
し
た
る
は
、
勝
劣
の
心
に
は
こ
れ
な
く
、
に
つ
か
は
し
か

ら
ず
類
せ
ず
な
む
と
の
意
に
て
、
比
較
そ
の
当
を
得
ざ
る
な
り
。
詩
形
と
や

ら
む
、
規
模
と
や
ら
む
、
技
倆
と
や
ら
む
を
云
々
す
る
に
非
ず
（
略
）
お
の

れ
は
晩
唐
諸
家
の
文
学
に
近
き
や
と 

朧  

気 

お
ぼ
ろ
げ

な
が
ら
見
受
け
申
候
。
不
倫
と

申
す
こ
と
、
要
は
蕪
村
一
人
の
什
じ
ゅ
うを
盛
唐
幾
多
の
作
家
と
比ひ
擬ぎ
す
る
こ
と
、

及
び
晩
唐
の
方
に
は
か
へ
つ
て
比
擬
す
べ
き
作
家
あ
ら
む
と
思
ひ
、
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
わ
れ
ら
は
蕪
村
の
句
を
以
て
盛
唐
諸
家
の
什
に
似
た
り
と

い
ひ
し
事
な
し
。
「
蕪
村
派○

の
俳
句
集
か
盛
唐
の
詩
集
か
読
ま
せ
た
く
」
と

い
ひ
し
の
み
。
か
く
い
ひ
し
意
は
、
歌
の
無
趣
味
に
し
て
字
句
の
た
る
み
た

56人々に答ふ



る
弊
を
救
は
ん
に
は
、
蕪
村
派
の
俳
句
集
を
読
む
が
善
か
る
べ
し
と
の
考
に

て
、
特
に
蕪
村
派
の
俳
句
を
挙
げ
た
る
は
、
そ
の
最
も
趣
味
に
富
み
字
句
し

ま
り
を
る
点
に
お
い
て
、
他
派
の
俳
句
に
勝まさ
る
を
以
て
な
り
。
そ
の
盛
唐
の

詩
集
と
い
ひ
た
る
も
、
ま
た
そ
の
趣
味
に
富
み
字
句
し
ま
り
を
る
が
た
め
な

り
。
さ
れ
ど
蕪
村
派
の
俳
句
の
趣
味
と
、
盛
唐
の
詩
の
趣
味
と
同
じ
と
い
ふ

に
は
あ
ら
ず
、
蕪
村
派
の
俳
句
の
し
ま
り
工
合
ぐ
あ
い
と
、
盛
唐
の
詩
の
し
ま
り
工

合
と
同
じ
と
い
ふ
に
は
非
ざ
る
な
り
。
ま
た
蕪
村
の
俳
句
は
む
し
ろ
晩
唐
に

類
似
を
見
る
と
の
説
も
当
ら
ず
。
蕪
村
と
似
た
る
詩
人
を
求
む
る
に
、
殆
ほ
と
んど

似
よ
り
た
る
者
を
見
ず
。
も
し
蕪
村
時
代
の
俳
句
界
に
似
た
る
者
を
求
む
れ

ば
、 

清  

初 

し
ん
し
ょ

の
詩
界
最
も
こ
れ
に
近
か
る
べ
し
。
諸
家
輩
出
せ
し
処
、
詩
想

の
精
細
に
な
り 

婉  

麗 

え
ん
れ
い

に
な
り
な
が
ら
、
俗
に
堕お
ち
ざ
り
し
処
な
ど
や
や
相
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似
た
り
。
さ
れ
ど
蕪
村
を
以
て
清
初
の
誰
に
比
す
べ
き
か
と
問
は
ば
、
似
た

る
者
を
見
出
だ
す
能
は
ず
。

　
或
人
（
稲
城
子
）
曰
く
、
詩
聖
ホ
ー
マ
ー
の
如
き
も
単
に
美
を
愛
せ
り
と

す
る
か
、
美
に
し
て
善
な
る
も
の
を
愛
せ
し
に
あ
ら
ざ
る
か
。
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
美
に
し
て
善
な
る
も
善
し
。
美
に
し
て
善
悪
の
外
に
立
ち

た
る
も
善
し
。
わ
れ
ら
は
ホ
ー
マ
ー
の
詩
を
知
ら
ず
、
果
し
て
ホ
ー
マ
ー
の

詩
は
終
始
「
善
」
を
離
れ
ざ
る
か
。
ホ
ー
マ
ー
の
詩
「
善
」
を
離
れ
ず
と
す

る
も
、
わ
れ
ら
は
ホ
ー
マ
ー
に
倣なら
は
ん
と
思
は
ず
、
わ
れ
ら
は
善
悪
の
外
に

美
を
認
む
れ
ば
な
り
。
わ
れ
ら
は
プ
ラ
ト
ー
が
真
善
美
と
や
ら
を
説
い
た
か

ら
と
て
、
そ
れ
に
従
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
は
思
は
ず
。
わ
れ
ら
の
美
と
信
ず

る
所
は
、
ホ
ー
マ
ー
も
プ
ラ
ト
ー
も
如
何
い
か
ん
と
も
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。

58人々に答ふ



　
　
附
け
て
い
ふ
。
こ
れ
ら
の
事
を
厳
密
に
論
ぜ
ん
と
な
ら
ば
、
少
く
と
も

　
「
善
」
の
字
の
定
義
を
定
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
も
し
天
下
の
事
物
を
尽
こ
と
ご
とく

　
善
悪
の
二
に
分
つ
と
い
ふ
が
如
き
論
な
ら
ば
格
別
、
普
通
に
用
う
る
が
如

　
く
、
善
悪
は
人
間
の
行
為
を
評
す
る
の
語
と
せ
ば
、
天
然
物
は
善
悪
の
外

　
に
立
つ
者
な
り
。
天
然
物
既
に
善
悪
の
外
に
あ
ら
ば
、
天
然
物
を
詠
む
詩

　
歌
に
し
て
、
善
悪
以
外
に
立
つ
者
多
き
は
当
然
の
事
な
り
。
西
洋
の
詩
は

　
東
洋
の
詩
に
比
し
て
天
然
を
詠
ず
る
事
少
き
故
に
、
西
洋
人
の
論
に
は
、

　
善
と
美
と
を
一
つ
に
す
る
や
う
の
事
を
い
ふ
者
多
き
に
や
あ
ら
ん
。
西
洋

　
人
の
論
な
り
と
て
、
一
も
二
も
な
く
崇
拝
す
る
は
固
よ
り
愚
者
の
事
、
論

　
ず
る
に
足
ら
ず
。
い
は
ん
や
西
洋
と
て
尽
こ
と
ご
とく
同
一
の
論
の
み
に
は
非
ざ
る

　
を
や
。
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或
人
（
同
）
曰
く
、
足
下
そ
っ
か
の
理
窟
と
し
て
排
斥
す
る
も
の
は
こ
の
善
な
る

べ
し
。
し
か
ら
ば
足
下
は
こ
の
倫
理
的
の
思
想
を
棄す
て
て
、
美
の
一
方
よ
り

歌
を
よ
む
べ
し
と
強
ふ
る
も
の
な
り
。
吾
人
ご
じ
ん
の
感
情
を
す
て
て
、
自
然
の
美

を
求
め
よ
と
教
ふ
る
も
の
な
り
。
し
か
ら
ば
吾
人
歌
を
詠
ま
ん
と
し
て
、
先

づ
詠
む
べ
き
趣
向
を
考
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
何
ら
の
誤
解
ぞ
、
何
ら
の
愚
論
ぞ
。
わ
れ
ら
の
理
窟
と
す

る
所
は
前
に
し
ば
し
ば
い
へ
り
、
今
更
理
窟
と
善
と
を
一
つ
に
す
る
と
は
呆
あ
き

れ
返
り
た
り
。
わ
れ
ら
の
美
と
す
る
所
は
倫
理
的
善
悪
に
か
か
は
ら
ず
、
故

に
美
は
善
悪
の
外
に
あ
り
て
も
多
く
存
在
す
。
さ
れ
ど
美
に
し
て
善
な
る
者

な
し
と
い
ふ
に
非
ず
。
善
な
る
者
は
美
に
非
ず
と
い
ふ
に
非
ず
。
何
が
故
に

善
を
排
斥
す
と
い
ふ
か
。
少
し
に
て
も
善
を
排
斥
せ
ん
と
し
た
る
こ
と
あ
ら

60人々に答ふ



ず
。
排
斥
せ
ん
と
す
る
は
美
な
ら
ざ
る
者
の
み
。
縦
令
た
と
い
「
善
」
な
り
と
も
美

な
ら
ず
ん
ば
固
よ
り
こ
れ
を
排
斥
す
る
な
り
。
「
倫
理
的
の
思
想
を
棄す
て
て

美
の
一
方
よ
り
歌
を
よ
む
べ
し
」
と
は
半
ば
わ
れ
ら
の
意
を
獲
た
り
。
但
し

「
強
ふ
る
」
に
は
あ
ら
ず
。
美
の
感
じ
な
き
者
に
歌
を
詠
め
と
は
い
は
ぬ
な

り
。
「
吾
人
の
感
情
を
捨
て
て
、
自
然
の
美
を
求
め
よ
と
教
ふ
」
と
は
訳
の

分
ら
ぬ
言
葉
な
り
。
自
然
の
美
を
感
ず
る
も
感
情
な
り
。
感
情
を
捨
て
て
自

然
の
美
を
求
む
べ
き
や
う
な
し
。
あ
る
い
は
「
倫
理
的
感
情
を
捨
て
て
」
の

意
か
。
そ
れ
に
し
て
も
「
自
然
の
美
を
求
め
よ
」
と
い
ふ
は
な
ほ
誤
れ
り
。

わ
れ
ら
は
自
然
の
美
を
の
み
取
り
て
人
事
の
美
を
捨
つ
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。

（
四
月
十
七
日
）
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十
一

　
或ある
人
（ 
春 

園 

子 
し
ゅ
ん
え
ん
し
）
曰
く
、
意
匠
即
調
と
云
ふ
意
味
を
解
し
得
ざ
る
が
如

き
、
云
々
。

（ 

駿  

台  

小  
隠 

す
ん
だ
い
し
ょ
う
い
ん
に
代
り
て
）
答
へ
て
曰
く
、
調
と
い
ふ
語
は
古
来
種
々
の

意
義
に
用
ゐ
来
れ
り
と
い
へ
ど
も
、 

意  

匠 

い
し
ょ
う

と
い
ふ
語
と
同
じ
意
義
に
用
ゐ

た
る
例
は
あ
る
ま
じ
。
調
は
む
し
ろ
意
匠
に
関
係
な
き
音
調
を
い
ふ
が
適
当

な
り
。
そ
の
音
調
と
い
ふ
事
が
、
縦よ
し
意
匠
と
い
く
ば
く
か
の
関
係
あ
り
と

す
る
も
、
そ
は
意
匠
の
極
小
部
分
と
の
関
係
な
る
べ
く
、
決
し
て
意
匠
即
調

と
い
ふ
を
得
ず
。
意
匠
は
同
じ
こ
と
に
て
も
、
言
ひ
や
う
に
よ
り
て
、
調
の

高
く
な
る
事
も
卑ひく
く
な
る
事
も
あ
る
な
り
。

62人々に答ふ



　
或
人
（
同
）
曰
く
、
文
学
豈あに
独
り
階
級
あ
る
を
免
れ
得
ん
や
（
略
）
画
に

お
い
て
は
本
画
と
浮
世
画
、
詩
に
お
い
て
は
歌
と
俳
句
と
、
皆
こ
れ
同
じ
く

社
会
に
必
要
な
る
美
術
文
学
な
り
。
し
か
し
て
ま
た
そ
の
間
各
〻
品
格
の
差

あ
る
は
免
る
べ
か
ら
ざ
る
事
実
な
ら
ず
や
（
略
）
馬
糞
ば
ふ
ん
を
詠
み
、 

焼  

芋 

や
き
い
も

を

詠
み
た
る
俳
句
は
縦
令
た
と
い
文
学
と
し
て
は
貴
重
す
べ
き
価
値
を
有
す
る
と
も
そ

の
品
格
は
遂つい
に
高
貴
な
る
精
神
を
養
ふ
に
適
せ
ざ
る
が
如
し
、
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
文
学
美
術
に
も
品
格
の
差
あ
り
と
い
ふ
こ
と
は
異
論
な
し
。

品
格
の
善
き
と
い
ふ
こ
と
は
、
普
通
に
事
物
の
ゆ
る
や
か
な
る
逼せま
ら
ざ
る
や

う
な
事
を
い
ふ
。
三
十
一
字
の
歌
の
調
は
、
十
七
字
歌
の
調
よ
り
も
ゆ
る
や

か
な
る
故
、
三
十
一
字
の
方
が
品
格
善
し
と
い
は
ば
先ま
づ
可
な
り
。
馬
糞
を

詠
み
、
焼
芋
を
詠
み
た
る
俳
句
云
々
と
い
ふ
を
以
て
、
俳
句
の
品
格
を
論
ぜ
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ん
と
す
る
は
誤
れ
り
。
馬
糞
焼
芋
を
詠
み
た
る
俳
句
の
下
品
な
る
は
、
俳
句

そ
の
物
の
下
品
な
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
馬
糞
焼
芋
の
下
品
な
る
が
た
め
な
り
。

三
十
一
字
歌
を
如
何
に
上
品
と
す
る
も
、
馬
糞
焼
芋
を
詠
み
た
ら
ば
下
品
な

る
こ
と
俳
句
に
劣
る
ま
じ
。
ま
た
和
歌
は
俳
句
に
比
し
て
上
品
な
り
と
い
ふ

も
、
極ごく
大
体
の
比
較
に
し
て
、
実
際
一
首
一
句
の
品
格
は
、
そ
の
意
匠
材
料

音
調
の
上
に
係
る
者
多
し
。
歌
の
下
品
な
る
者
と
、
俳
句
の
上
品
な
る
者
と

を
比
較
す
れ
ば
、
俳
句
は
歌
よ
り
も
上
品
な
り
。
世
人
俳
句
を
知
ら
ず
、
俗

間
伝
ふ
る
所
の
俗
宗
匠
の
句
を
以
て
俳
句
と
為
す
、
故
に
無
下
に
下
品
な
る

者
と
の
み
思
ふ
な
る
べ
し
。
試
こ
こ
ろ
みに 
芭  
蕉 

ば
し
ょ
う

時
代
蕪
村
時
代
の
俳
句
を
読
め
、

必
ず
や
思
ひ
半
な
か
ばに
過
ぎ
ん
。
ま
た
文
学
の
階
級
と
い
ふ
語
は
不
穏
当
な
り
。

上
品
下
品
の
意
な
ら
ば
品
格
の
高
下
な
ど
い
ふ
べ
し
。
文
学
の
階
級
と
い
は
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ば
品
格
の
み
を
標
準
と
す
べ
き
に
非
ず
。
（
高
貴
な
る
精
神
を
養
ふ
に
適
せ

ず
と
は
解
し
が
た
し
。
思
ふ
に
筆
到
ら
ざ
る
者
な
ら
ん
）

　
或
人
（
同
）
曰
く
、
俳
句
は
下
級
に
あ
る
だ
け
不
自
由
も
少
く
、
範
囲
も

広
き
は
理
の
正まさ
に
し
か
る
べ
き
所
に
し
て
、
感
化
力
を
社
会
の
下
層
に
ま
で

及
ぼ
さ
ん
と
の
必
要
は
、
品
格
を
下
し
た
る
所
以
ゆ
え
ん
な
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
云

々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
こ
れ
ま
た
前
と
同
じ 

誤  

謬 

ご
び
ゅ
う

に
陥
れ
り
。
さ
れ
ど
そ
の
事

は
前
に
弁
じ
置
き
た
れ
ば
言
は
ず
。
感
化
力
を
社
会
の
下
層
に
ま
で
及
ぼ
さ

ん
と
の
必
要
は
、
品
格
を
下
し
た
り
と
は
い
た
く
誤
れ
り
。
俗
宗
匠
が
附
点

選
抜
を
以
て
糊
口
こ
こ
う
と
な
さ
ん
と
す
る
に
は
、
感
化
力
を
下
等
社
会
に
及
ぼ
す

の
必
要
あ
る
か
も
知
ら
ず
。
芭
蕉
・
蕪
村
ら
が
俳
句
を
作
る
に
、
種
々
の
俗
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語
漢
語
を
用
ゐ
新
材
料
を
用
ゐ
て
自
由
に
詠
み
た
り
と
て
、
そ
は
下
等
社
会

を
感
化
せ
ん
と
に
も
あ
ら
ず
、
ま
た
自
ら
下
等
社
会
の
人
間
な
る
が
故
に
俳

句
を
作
る
と
い
ふ
に
も
あ
ら
ず
。
俳
句
を
作
る
は
俳
句
の
美
を
感
じ
た
る
が

故
な
り
。
俗
語
漢
語
新
材
料
を
用
う
る
は
俗
語
漢
語
新
材
料
の
美
を
感
じ
た

る
が
故
な
り
。
下
等
社
会
と
何
ら
の
関
係
も
な
き
な
り
。
歌
よ
み
は
世
間
知

ら
ず
に
て
、
何
で
も
和
歌
を
本
尊
に
立
つ
る
故 

僻  

見 

へ
き
け
ん

多
し
。
和
歌
が
堂
上

に
の
み
行
は
れ
た
る
が
如
き
は
、
文
学
界
の  

変    

象  

へ
ん
し
ょ
う

な
れ
ど
も
、
歌
よ
み

は
そ
れ
を
正
当
と
心
得
た
る
に
や
あ
ら
ん
。
和
歌
は
長
く
上
等
社
会
に
の
み

行
は
れ
た
る
が
た
め
に
腐
敗
し
、
俳
句
は
と
か
く
下
等
社
会
に
行
は
れ
や
す

か
り
し
た
め
腐
敗
せ
り
。
わ
れ
ら
は
和
歌
俳
句
の
堂
上
に
行
は
る
る
を
望
ま

ず
、
和
歌
俳
句
の
俗
間
に
て
作
ら
る
る
を
望
ま
ず
。
和
歌
俳
句
は
長
く
文
学
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者
の
間
に
作
ら
れ
ん
事
を
望
む
な
り
。
（
四
月
二
十
七
日
）

　
　
　
　
　
　
十
二

　
或
人
（
春
園
子
）
曰
く
、
歌
は
俳
句
の
長
き
物
な
り
、
俳
句
は
歌
の
短
き

者
な
り
、
三
十
一
文
字
な
る
が
故
に
歌
に
し
て
、
十
七
文
字
な
る
が
故
に
俳

句
な
り
と
思
ひ
誤
り
、
詩
形
即
字
句
の
外
に
各
〻
異
な
れ
る
節
あ
る
こ
と
を

知
ら
ざ
る
の
輩
、
到
底
共
に
詩
を
談
ず
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
歌
俳
両
者
は
、
必
要
上
そ
の
内
容
を
異
に
し
た
り
と
の
論

の
、
妄もう
な
る
こ
と
は
既
に
こ
れ
を
言
へ
り
。
さ
れ
ば
歌
は
俳
句
の
長
き
者
、

俳
句
は
歌
の
短
き
者
な
り
と
い
ふ
て
何
の
故
障
も
見
ず
、
歌
と
俳
句
と
は
た

67



だ
詩
形
を
異
に
す
る
の
み
。
し
か
れ
ど
も
論
者
の
論
の
出
づ
る
所
を
思
ふ
に
、

今
ま
で
の
歌
と
俳
句
と
が
上
品
下
品
の
差
別
あ
り
と
す
る
に
基
因
せ
る
な
ら

ん
。
な
る
ほ
ど
大
体
に
お
い
て
歌
は
俳
句
よ
り
も
上
品
な
る
べ
け
れ
ど
、
論

者
の
思
へ
る
が
如
く
は
歌
も
上
品
な
ら
ず
、
俳
句
も
下
品
な
ら
ざ
る
な
り
。

論
者
は
前
に
糞
、
焼
芋
と
い
ふ
例
を
挙
げ
た
れ
ど
、
焼
芋
の
句
は
古
俳
書
に

見
当
ら
ず
、
糞
小
便
等
の
句
は
其
角
き
か
く
・
蕪
村
な
ど
に
一
、
二
句
あ
る
の
み
。

決
し
て
糞
の
句
な
ど
は
俳
句
に
多
き
者
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
飜
ひ
る
が
えつ
て
歌
の
上

に
こ
れ
ら
下
品
の
材
料
あ
り
や
な
し
や
と
見
る
に
、
や
は
り
こ
れ
あ
る
を
見

る
。
し
か
も
論
者
の
崇
拝
す
る
『
万
葉
集
』
に
は
糞
、
厠
か
わ
やな
ど
を
詠
み
込
み

た
る
歌
あ
る
に
あ
ら
ず
や
。
上
品
下
品
を
い
は
ば
、
糞
も
厠
も
下
品
な
る
に

は
相
違
な
け
れ
ど
、
さ
り
と
て
歌
の
可
否
を
言
は
ば
、
『
万
葉
集
』
の
中
に
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も
こ
の
糞
や
厠
の
歌
に
劣
り
た
る
歌
あ
げ
て
数
ふ
べ
か
ら
ず
、
い
は
ん
や
万

葉
以
外
の
歌
を
や
。
そ
は
と
に
か
く
に
糞
の
歌
も
、
厠
の
歌
も
、
犢
鼻
褌

ふ
ん
ど
し

の

歌
も
、
腋
毛
わ
き
げ
の
歌
も
、
瘡かさ
の
歌
も
歌
と
し
て
書
に
載
せ
ら
れ
を
る
事
実
は
争

ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
歌
必
ず
し
も
尽
こ
と
ご
とく
上
品
な
ら
ん
や
。

　
或
人
（
同
）
曰
く
、
歌
は
歌
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
旨むね
と
し
て
調
ぶ
べ
き
事
、

こ
れ
ま
た
吾
人
は
万
葉
の
歌
に
依
て
断
ず
る
者
な
り
云
々
。
万
葉
の
歌
は
言

葉
を
練
り
、
品
格
高
く
調
ぶ
る
を
専
ら
と
し
、
こ
れ
を
第
一
義
と
な
し
、
思

ひ
を
述
ぶ
る
と
い
ふ
方
は
、
第
二
義
と
な
し
た
る
者
ぞ
。
こ
れ
歌
ふ
者
な
れ

ば
な
り
。
し
か
る
に
世
く
だ
つ
て
、
い
つ
し
か
こ
の
定
義
は
破
れ
に
け
り
。

故
に
後
世
の
歌
は
専
ら
思
お
も
いを
述
ぶ
る
と
い
ふ
方
に
傾
き
て
、
言
葉
調
な
ど
い

ふ
事
は
思
を
述
ぶ
る
材
料
に
過
ぎ
ざ
る
や
う
に
成
り
ゆ
き
て
、
歌
は
長
く
衰
お
と
ろ
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へ
に
け
り
。
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
こ
は
大
間
違
な
り
。
歌
の
歌
ふ
べ
き
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も

な
し
。
古
い
に
し
えの
歌
を
歌
ひ
し
の
み
な
ら
ず
、
今
の
歌
も
歌
ふ
な
り
。
日
本
の
歌

を
歌
ふ
の
み
な
ら
ず
、
支
那
西
洋
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
国
の
歌
は
皆
歌
ふ
な
り
。

歌
ふ
者
な
れ
ば
こ
そ
五
言
六
言
七
言
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
調
子
も
あ
れ
、
歌
は

ぬ
者
な
ら
ば
何
し
に
字
数  
平    

仄  
ひ
ょ
う
そ
く

を
合
す
べ
き
。
し
か
る
に
古
の
歌
は
歌

ひ
て
、
今
の
歌
は
歌
は
ず
と
思
へ
る
は
間
違
な
り
。
但
た
だ
し歌
ふ
調
子
は
古
と
今

と
異
な
る
べ
し
、
同
時
代
に
て
も
人
に
よ
り
て
異
な
る
べ
し
。
（
調
子
の
事

は
他
日
詳
論
す
べ
し
）
ま
た
万
葉
は
調
ま
た
は
言
葉
を
主
と
し
、
後
世
の
歌

は
想
を
主
と
す
と
い
へ
る
も
間
違
な
り
。
万
葉
の
歌
に
想
を
主
と
せ
る
者
少

か
ら
ず
。
否
万
葉
の
歌
は
思
ふ
ま
ま
を
詠
み
た
る
が
多
き
な
り
。
万
葉
の
調
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の
高
き
は
、
多
少
練
磨
の
功
な
き
に
非
ざ
る
も
、
む
し
ろ
当
時
の
人
い
ま
だ

後
世
の
如
き
卑ひく
き
調
を
知
ら
ず
、
た
だ
思
ふ
ま
ま
に
詠
み
た
る
か
ら
に
、
か

へ
つ
て
調
の
高
き
を
致
し
し
な
ら
ん
。
『
古
今
集
』
以
後
に
至
り
て
は
、
詩

想
な
る
者
漸
よ
う
やく
陳
腐
に
帰
し
、
た
だ
言
葉
の
言
ひ
か
け
言
ひ
ま
は
し
を
の
み

つ
と
め
て
無
趣
味
の
者
を
作
れ
り
。
即
ち
言
葉
を
練
る
と
い
ふ
事
は
、
万
葉

時
代
よ
り
も
多
く
し
て
、
想
の
方
は
万
葉
時
代
ほ
ど
に
変
化
せ
ざ
り
し
な
り
。

論
者
の
論
あ
べ
こ
べ
な
り
。

　
或
人
（
同
）
曰
く
、
漢
土
に
お
い
て
も
詩
と
歌
と
は
確
然
定
義
を
異
に
し
、

詩
は
志
を
述
べ
歌
は
言
を
永なご
う
し
と
い
へ
る
な
り
。
し
か
る
に
何
事
ぞ
や
、

そ
の
志
を
述
ぶ
る
を
定
義
と
せ
る
詩
に
訓くん
し
て 

唐  

歌 

か
ら
う
た

と
い
ひ
た
る
は
、
こ

れ
や
が
て
歌
ふ
を
旨
と
す
る
な
る
わ
が
国
の
歌
を
、
誤
り
て
、
漢
土
の
詩
と
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同
じ
く
志
を
述
ぶ
る
も
の
と
な
せ
る
な
り
。
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
あ
ま
り
の
事
に
答
へ
ん
す
べ
も
知
ら
ず
。
論
者
は
支
那
の

「
詩
」
と
支
那
の
「
歌
」
と
如
何
な
る
差
違
あ
り
と
す
る
か
。
日
本
の
「
ウ

タ
」
と
支
那
の
「
歌
」
と
如
何
な
る
類
似
あ
り
と
す
る
か
。
支
那
の
「
詩
」

は
志
を
述
ぶ
る
の
み
に
て
歌
ふ
者
に
あ
ら
ず
と
す
る
か
。
日
本
の
「
ウ
タ
」

は
歌
ふ
者
に
し
て
「
心
を
種
と
」
す
る
者
に
あ
ら
ず
と
す
る
か
。
歌
は
ぬ

「
詩
」
、
心
か
ら
出
ぬ
「
ウ
タ
」
が
世
の
中
に
成
り
立
つ
べ
し
と
す
る
か
。

明
治
の
世
に
生
れ
て
か
か
る
言
を
い
は
る
る
や
う
で
は
、
チ
ト
頼
も
し
か
ら

ぬ
な
り
。
今
少
し
奮
発
し
て
勉
強
せ
ら
れ
て
は
如
何
い
か
ん
。
「
歌
」
の
字
の
事
は

こ
こ
に
弁
ず
る
ま
で
も
な
し
。 

宣  

長 

の
ぶ
な
が

の
『  
石  

上  

私  

淑  

言  
い
そ
の
か
み
の
さ
ざ
め
ご
と

』
を
見
る

べ
し
。
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或
人
（
同
）
曰
く
、
歌
ふ
を
旨
と
す
る
と
、
思
を
述
ぶ
る
を
旨
と
す
る
と

は
、
詩し
旨し
に
お
い
て
も
詩
形
に
お
い
て
も
、
自
ら
そ
の
趣
を
異
に
す
べ
き
は

当
然
の
理
義
な
る
が
故
に
、
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
前
に
も
い
ふ
通
り
、
歌
は
ぬ
歌
も
な
く
、
思
を
述
べ
ぬ
歌

も
な
け
れ
ば
、
両
者
は
全
く
一
致
し
て
分
つ
べ
き
者
に
あ
ら
ず
。
も
し
両
者

そ
の
一
を
欠
け
ば
歌
と
は
言
は
ぬ
な
り
。
さ
れ
ば
特
に
歌
ふ
を
主
と
す
と
い

ふ
歌
も
な
く
、
思
を
主
と
す
と
い
ふ
歌
も
な
き
は
ず
な
り
。
但
た
だ
し世
人
は
緩ゆる
く

歌
ふ
を
指
し
て
歌
ふ
と
い
ひ
、
詩
想
複
雑
に
し
て
音
調
ま
た
変
化
す
る
を
指

し
て
思
を
主
と
す
と
い
ふ
に
や
あ
ら
ん
。
（
五
月
三
日
）

　
　
　
　
　
　
十
三
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或ある
人
（ 

鳴  

雪 

め
い
せ
つ

氏
）
曰
く
、
和
歌
が
古
来
よ
り
人
を
感
動
せ
し
め
た
る
例

少すく
なし
と
の
説
は
誤
れ
り
。
和
歌
が
人
を
感
動
せ
し
め
た
る
例
枚
挙
に
遑
い
と
まあ
ら

ず
。
あ
る
い
は
一
首
の
和
歌
の
た
め
に
命
を
助
か
り
、
領
土
を
帰
さ
れ
し
な

ど
を
始
め
と
し
、
し
ば
し
ば
猛たけ
き
も
の
の
ふ
を
動
か
し
た
る
こ
と
歴
史
伝
説

の
上
に
詳
つ
ま
び
ら
かな
り
。
子
が
そ
の
例
少
し
と
い
ふ
は
、
子
自
ら
感
動
す
る
歌
少
し

と
の
事
な
る
べ
し
。
云
々
。

　
答
へ
て
曰
く
、
誠
に
し
か
な
り
。
古
来
人
を
感
動
せ
し
め
た
る
例
は
い
く

ら
も
あ
れ
ど
、
そ
の
歌
が
余
り
つ
ま
ら
ぬ
歌
に
て
、
歌
と
い
ふ
名
を
与
ふ
る

さ
へ
い
か
が
と
思
ふ
ば
か
り
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
ば
余
の
考
の
中
へ
入
れ
ざ

り
し
な
り
。
余
の
考
の
中
に
入
る
べ
き
歌
に
て
、
人
を
感
動
せ
し
め
た
る
例
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を
尋
ぬ
る
も
、
ち
よ
つ
と
思
ひ
あ
た
ら
ざ
り
け
る
故
、
例
少
し
と
言
ひ
放
し

た
る
者
に
て
、
余
り
粗
漏
そ
ろ
う
な
る
書
き
様ざま
に
ぞ
あ
り
し
。
総すべ
て
和
歌
俳
句
詩
な

ど
が
人
を
感
動
せ
し
む
る
事
は
、
必
ず
し
も
そ
の
和
歌
な
ど
の
善
き
が
た
め

に
非
ず
し
て
、
相
手
（
感
動
す
る
人
）
と
そ
の
場
合
と
に
因
る
者
な
り
。
相

手
が
極
め
て
趣
味
低
き
者
な
ら
ん
に
は
、
趣
味
低
き
歌
は
こ
れ
を
感
動
せ
し

む
る
事
あ
る
べ
き
も
、
趣
味
高
き
歌
は
か
へ
つ
て
こ
れ
を
感
動
せ
し
む
る
能
あ
た

は
ず
。
い
は
ゆ
る
大
声
は
俚り
耳じ
に
入
ら
ざ
る
者
な
り
。
猛たけ
き
も
の
の
ふ
の
心

を
和
や
わ
らげ
な
ど
い
へ
ど
、
猛
き
も
の
の
ふ
と
い
ふ
者
、
多
く
は
趣
味
卑
し
き
者

な
れ
ば
、
彼
ら
を
感
動
せ
し
め
た
り
と
い
ふ
歌
は
、
趣
味
卑ひく
く
取
る
に
も
足

ら
ぬ
ぞ
多
き
。
ま
た
そ
の
歌
は
歌
と
し
て
取
る
に
足
ら
ず
、
従
つ
て
そ
の
歌

の
善
き
に
感
じ
た
る
に
非
ざ
る
も
、
そ
の
作
者
が
意
外
に
歌
な
ど
作
り
し
と
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い
ふ
事
、
あ
る
い
は
そ
の
歌
が
そ
の
場
合
に
善
く
適
合
せ
り
と
い
ふ
事
の
た

め
に
人
を
感
ぜ
し
む
る
者
あ
り
。
例
へ
ば  

小
式
部
内
侍  

こ
し
き
ぶ
の
な
い
し

が
大
江
山
の
歌
の

如
き
、
歌
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
の
値
打
も
な
け
れ
ど
、
歌
を
得え
作
ら
じ
と
思
ひ

し
人
の
即
座
に
作
り
し
と
、
そ
の
歌
が
そ
の
場
合
に
善
く
適
合
し
た
る
と
の

た
め
に
人
を
驚
か
し
た
り
と
覚
ゆ
。
ま
た
太 

田 

道 

灌 

お
お
た
ど
う
か
ん

が
歌
を
作
り
て
「
か

か
る
言
葉
の
花
も
あ
り
け
り
」
と
誉ほ
め
ら
れ
た
る
が
如
き
、
歌
の
善
き
事
が

人
を
感
ぜ
し
め
た
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
意
外
の
人
が
歌
詠
み
た
り
と
の
一
事

は
人
を
驚
か
し
た
る
者
あ
り
し
な
る
べ
し
。 

貞  

任 

さ
だ
と
う

の
連
歌
れ
ん
が
に 

義  

家 

よ
し
い
え

が
そ

を
追
は
ず
な
り
た
り
と
い
ふ
事
、 
宗  
任 

む
ね
と
う

が
梅
の
花
の
歌
を
詠
み
て
公く
卿げ
た

ち
を
驚
か
し
た
り
と
い
ふ
事
抔など
、
事
実
の
有
無
は
疑
は
し
け
れ
ど
、
も
し
こ

の
種
類
の
事
あ
り
と
せ
ば
、
前
者
は
き
は
ど
き
場
合
に
能よ
く
つ
ら
ね
た
り
と
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い
ふ
事
に
感
じ
、
後
者
は
思
ひ
が
け
な
き  

東    

夷  

あ
ず
ま
え
び
す
の
風
流
に
感
じ
た
る
に

外
な
ら
じ
。
故
に
か
く
の
如
き
歌
は
、
後
人
の
こ
れ
を
見
る
に
も
そ
の
場
合

を
聯
想
し
て
こ
そ
幾
多
の
興
味
は
あ
れ
、
単
独
に
歌
と
し
て
文
学
上
よ
り
批

評
を
下
さ
ば
、
三
文
の
値
打
も
な
き
者
比ひ
ひ々

こ
れ
な
り
。
さ
れ
ば
人
を
感
ぜ

し
め
た
る
歌
は
、
必
ず
し
も
善
き
歌
に
非
ず
し
て
、
か
へ
つ
て
悪
歌
拙
歌
を

多
し
と
す
。
こ
れ
ら
歌
人
な
ら
ざ
る
者
の
場
合
を
除
き
て
も
、
歌
人
な
ど
が

贈
答
送
別
の
歌
に
感
じ
た
る
例
少
か
ら
ず
。
さ
れ
ど
こ
も
そ
の
歌
が
そ
の
場

合
に
適
切
な
る
が
た
め
に
多
く
感
じ
た
る
に
や
あ
ら
ん
。
縦よ
し
そ
の
人
は
自

ら
感
じ
た
る
歌
を
善
き
歌
と
思
ひ
た
り
と
も
、
他
の
人
必
ず
し
も
そ
を
善
し

と
は
思
は
ず
。
余
ら
は
伝
説
に
残
り
た
る
「
歌
人
の
感
じ
た
り
と
い
ふ
歌
」

を
見
て
、
感
動
す
る
こ
と
少
く
、
か
へ
つ
て
普
通
に
知
ら
れ
ぬ
歌
に
て
非
常
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の
感
動
を
生
ぜ
し
む
る
者
多
し
。

　
以
上
述
べ
た
る
場
合
、
即
ち
或
時
或
人
に
限
り
て
感
動
し
た
る
場
合
を
除

き
、
何い
時つ
に
て
も
誰
に
て
も
感
動
す
る
歌
を
見
る
に
、
な
ほ
余
は
多
く
こ
れ

を
浅
薄
と
認
め
ざ
る
を
得
ず
。
そ
の
例
と
し
て
最
多
数
の
日
本
人
を
感
動
せ

し
む
る
力
あ
り
と
信
ず
る

　
　 

敷  

島 

し
き
し
ま

の 

大 

和 

心 

や
ま
と
ご
こ
ろ
を
人
問
は
ば
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花

の
歌
を
見
る
に
、
余
は
毫ごう
も
こ
の
歌
に
感
動
せ
ら
れ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
な

か
な
か
に
浅
薄
拙
劣
な
る
を
見
る
。
全
体
の
趣
向
も
平
凡
な
れ
ど
も
、
か
く

こ
の
趣
向
の
平
凡
に
聞
ゆ
る
は
、
い
く
ば
く
か
こ
の
歌
を
見
馴な
れ
聞
き
馴
れ
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た
る
に
も
因
る
べ
け
れ
ば
そ
は
論
ぜ
ず
。
縦よ
し
平
凡
な
る
趣
向
な
り
と
も
、

調
子
高
く
歌
ひ
な
ば
か
へ
つ
て
高
尚
な
る
歌
と
な
る
べ
き
を
、
こ
の
歌
は
ま

た
無む
下げ
に
拙
つ
た
なく
つ
ら
ね
た
る
者
に
ぞ
あ
る
。
そ
の
大
欠
点
は
「
人
問
は
ば
」

の
一
句
に
あ
り
。
上
に
「
人
問
は
ば
」
と
あ
ら
ば
、
下
に
「
と
答
へ
ん
」
と

置
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
「
と
答
へ
ん
」
の
語
な
け
れ
ば
「
人
問
は
ば
」
の
語
、

浮
き
て
利
か
ず
、
従
ひ
て
厭
味
を
生
ず
る
な
り
。
さ
れ
ど
天
下
多
数
の
人
が

感
動
す
る
は
、
こ
の
平
凡
に
し
て
解
し
や
す
き
趣
向
と
、
こ
の
厭
味
あ
る
言

葉
（
人
問
は
ば
）
の
働
き
と
に
あ
る
べ
く
、 

宣  

長 

の
ぶ
な
が

の
作
意
も
ま
た
こ
こ
に

あ
る
べ
し
。
宣
長
の
詩
趣
の
解
し
加
減
と
、
天
下
多
数
の
人
の
詩
趣
の
解
し

加
減
と
、
あ
た
か
も
一
致
し
て
こ
の
大 
喝  
采 
か
っ
さ
い

を
博
せ
り
。
大
喝
采
的
の
作

必
ず
し
も
可
な
ら
ざ
る
な
り
。
余
も
か
つ
て
こ
の
歌
に
感
じ
た
る
時
代
あ
り
。
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さ
れ
ど
数
年
間
文
学 

専  

攷 

せ
ん
こ
う

の
結
果
は
、
余
の
愚
鈍
を
し
て
半
歩
一
歩
の
進

歩
を
為
さ
し
め
た
り
と
信
ず
。
少
し
く
文
字
あ
る
者
は
都
々
逸
ど
ど
い
つを
以
て
俚り
野や

唾だ
す
べ
し
と
な
す
。
し
か
も
賤
妓
せ
ん
ぎ
冶
郎
や
ろ
う
が
手
を
拍う
つ
て 

一  

唱  

三  

歎 

い
っ
し
ょ
う
さ
ん
た
ん
す
る

者
は
こ
の
都
々
逸
な
り
。
い
や
し
く
も
詩
を
作
る
者
は
雲
井
竜
雄

く
も
い
た
つ
お
、
西   

郷 

さ
い
ご
う

 

隆  

盛 

た
か
も
り

ら
の
詩
を
以
て
、
浅
薄
露
骨
以
て
詩
と
称
す
る
に
足
ら
ず
と
な
す
。

し
か
も
書
生
が
放
吟
し
剣
舞
し
、
快
と
呼
び
壮
と
呼
び
、
彼
ら
を
し
て
怒
髪
ど
は
つ

天
を
衝つ
か
し
む
る
者
は
、
西
郷
・
雲
井
ら
の
詩
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
や
や

美
文
を
解
す
る
者
は
、
ゝ
山
居
士

ち
ゅ
ざ
ん
こ
じ
の
抜
刀
隊
の
歌
を
以
て
、
粗
雑
鹵
莽
ろ
も
う
取
る

に
足
ら
ず
と
な
す
。
し
か
も
兵
士
が
挺
身
肉
薄
敵
城
を
乗
り
取
ら
ん
と
す
る

時
、
彼
ら
の
勇
気
を
鼓
舞
す
る
者
は
、
抜
刀
隊
一
曲
の
歌
な
ら
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
大
喝
采
的
の
作
は
概
お
お
むね
か
く
の
如
し
。
彼
ら
は
平
易
に
し
て
趣
味
低
き
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を
要
す
。
或
時
は
露
骨
に
叙
し
、
或
時
は
一
種
厭
味
の
装
飾
を
用
う
る
を
要

す
。
語
を
更か
へ
て
言
は
ば
、
多
数
素
人
へ
の
あ
て
こ
み
は
少
数 

黒  

人 

く
ろ
う
と

の
最

も
厭
忌
え
ん
き
す
る
方
法
を
取
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
黒
人
の  

婉    

曲  

え
ん
き
ょ
く

に
い
へ
と
い

ふ
処
は
こ
れ
を
露
骨
に
い
ひ
、
黒
人
の
露
骨
に
い
へ
と
い
ふ
処
は
、
こ
れ
に

厭
味
あ
る
形
容
抔など
を
加
へ
、
し
か
し
て
後
に
あ
て
こ
み
的
大
喝
采
的
の
作
は

成
る
。
こ
れ
従
来
の
大
喝
采
的
の
作
な
り
。
故
に
余
は
む
し
ろ
大
喝
采
的
の

作
と
い
ふ
一
事
を
以
て
そ
の
卑
俗
を
証
せ
ん
と
す
。
し
か
れ
ど
も
こ
は
過
去

の
事
実
の
み
。
未
来
に
お
い
て
も
か
く
の
如
く
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
か
否

か
は
疑
問
に
属
す
。
も
し
文
学
的
趣
味
を
具
有
し
て
、
大
喝
采
を
博
す
る
者

あ
ら
ば
、
こ
れ
を
以
て
彼かの
非
文
学
的
の
作
に
代
へ
ん
こ
と
、
け
だ
し
歌
人
の

職
務
な
る
べ
し
。
（
五
月
十
二
日
）
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（
明
治
三
十
一
年
三
月
－
五
月
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1955
（
昭
和30

）
年2

月25

日
第1

刷
発
行

　
　
　1983

（
昭
和58

）
年3

月16

日
第8

刷
改
版
発
行

　
　
　2002

（
平
成14
）
年11

月15

日
第26

刷
発
行

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-

86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

※
ル
ビ
は
新
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名
と
す
る
底
本
の
扱
い
に
そ
っ
て
、
ル
ビ
の
拗
音
、
促
音
は

小
書
き
し
ま
し
た
。

入
力
：
網
迫
、
土
屋
隆
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校
正
：
米
田

2010
年8

月18

日
作
成

2011

年5
月16

日
修
正

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
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で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
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っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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