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藤
原
定
家
の

「
歌
つ
く
り
」

と

「
歌
詠
み
」

に
つ
い
て

！
ー
創
造
と
表
現
と
の
相
違
ー
ー

伊

達

立

品

序

問
題
の
所
在

我
々
は
諸
芸
術
の
制
作
活
動
を
、

「
創
造
（

2
2片山
O
S」
あ
る
い
は
「
表
現
（
話
可
店
富
山
。
ロ
〉
」
と
い
う
理
念
で
と
ら
え
る
こ
と

が
多
い
。
作
品
制
作
が
「
創
造
」
や
「
表
現
」
で
あ
る
こ
と
を
自
明
の
事
実
と
み
な
し
、
そ
の
二
つ
の
理
念
が
制
作
過
程
に
お
い
て
両

立
し
う
る
と
考
え
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
だ
が
「
創
造
」
と
「
表
現
」
と
は
実
際
に
両
立
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
各
々
の
理
念
の
相
違
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
芸
術
の
制
作
活
動
を
「
表
現
」
と
い
う
理
念
で
と
ら
え
る
と
き
、
①
作
品
に
先
立

っ
、
表
現
さ
れ
る
べ
き
深
層
と
、
②
作
品
と
し
て
表
現
さ
れ
た
表
層
と
い
う
二
層
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
作
品
中
に
無
意
識
的
な

も
の
の
表
出
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
心
理
学
的
考
察
や
、
作
品
に
時
代
意
識
の
反
映
を
認
め
る
社
会
学
的
な
考
察
、
作
ロ
聞
を
一
種
の
記

号
表
現
と
し
て
と
ら
え
る
考
察
な
ど
は
す
べ
て
、
芸
術
作
品
を
表
現
さ
れ
た
も
の
と
見
る
芸
術
観
（
以
下
「
表
現
芸
術
観
」
と
略
す
）

27 

に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
芸
術
の
制
作
活
動
を
「
創
造
」
と
い
う
理
念
で
と
ら
え
る
と
き
、
作
品
に
先
行
す
る



28 

よ
う
な
潜
在
的
深
層
は
前
提
と
さ
れ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
に
お
い
て
「
創
造
」
が
素
材
や
範
型
の
な
い
「
無
か
ら
の
創
造
」
と

し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
深
層
的
存
在
は
単
に
前
提
と
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
積
極
的
に
否
定
さ
れ
る
と

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
本
来
的
に
は
、

「
表
現
」
と
「
創
造
」
と
は
両
立
し
え
な
い
理
念
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
人
間
に
は
素
材
（
音
響
、
詩
句
を
含
む
）
な
し
に
作
品
を
創
造
で
き
な
い
以
上
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
創
造
」
概
念
を
そ

の
ま
ま
芸
術
作
品
の
制
作
行
為
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
芸
術
作
品
の
制
作
行
為
を
「
創
造
」
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
次
の
四
つ
の
場
合
に
限
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

① 

人
聞
に
よ
る
制
作
行
為
を
神
の
創
造
行
為
に
た
と
え
た
場
合
。
こ
れ
は
人
間
に
よ
る
制
作
行
為
が
実
際
に
は
「
創
造
」
で
は
な

い
こ
と
を
前
提
と
す
る
、
も
の
で
あ
り
、

「
創
造
」
と
い
う
用
語
は
比
輸
に
す
ぎ
な
い
。

② 

神
に
よ
る
「
創
造
」
を
「
無
か
ら
の
創
造
」
以
外
の
も
の
に
解
釈
し
な
お
す
場
合
〈
た
と
え
ば
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
流
出
説

ゃ、

「
創
造
」
を
何
ら
か
の
範
型
に
基
づ
く
行
為
と
み
な
す
思
想
、
可
能
的
世
界
論
、
能
産
的
自
然
に
創
造
性
を
認
め
る
思
想

な
ど
）
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
近
代
美
学
が
作
品
制
作
に
「
創
造
」
と
い
う
理
念
を
採
用
す
る
契
機
と
な
る
も
の
で
は
あ
っ

た
が
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
神
学
か
ら
は
正
統
と
み
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

「
表
現
」
と
明
確
に
区
別
さ
れ
う
る
「
創
造
」
概

念
の
特
性
を
無
視
し
た
見
解
だ
と
い
え
よ
う
。

⑤ 

神
が
実
際
に
芸
術
家
を
通
し
て
「
創
造
」
を
行
う
場
合
。
こ
の
芸
術
創
造
説
は
古
来
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
が
、
神
の
存
在
を

前
提
と
し
た
こ
の
説
が
現
代
に
お
い
て
も
是
認
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
疑
わ
し
い
。

④ 

も
と
の
素
材
か
ら
は
予
想
も
で
き
な
か
っ
た
新
奇
性
が
作
品
か
ら
感
得
さ
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
新
奇
な
効
果
を
目

指
し
て
制
作
さ
れ
る
場
合
。
こ
れ
も
や
は
り
素
材
を
用
い
な
い
「
無
か
ら
の
創
造
」
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
従
来
に
は



な
か
っ
た
新
奇
性
が
得
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、

「
無
か
ら
の
創
造
」
に
近
い
性
格
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
も
し
我
々
が
原
義
に
近
い
「
創
造
」
性
を
芸
術
制
作
に
認
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
④

の
場
合
を
選
択
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
そ
の
選
択
に
よ
っ
て
、
神
学
的
な
「
創
造
」
概
念
と
の
類
比
に
拘
泥
せ
ず
、

「
創
造
」
を
芸

藤原定家の「歌っくり」と「歌詠み」について

術
一
般
の
問
題
と
し
て
考
察
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
芸
術
創
造
が
実
際
に
成
り
立
つ
と
き
、
す
べ
て
の
制
作

行
為
を
「
表
現
」
と
し
て
理
解
す
る
思
考
様
式
は
反
省
を
迫
ら
れ
、
表
現
芸
術
観
と
は
異
な
る
芸
術
観
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
「
創
造
」
の
実
践
に
は
難
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
既
存
の
思
考
の
枠
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
新
奇
性
が

得
ら
れ
る
以
上
、
制
作
者
の
作
意
に
還
元
し
き
れ
な
い
何
ら
か
の
超
越
性
が
制
作
行
為
に
関
与
し
な
い
か
ぎ
り
「
創
造
」
は
成
り
立
た

な
い
の
で
あ
る
。
表
現
芸
術
観
で
あ
れ
ば
、
こ
の
超
越
性
を
無
意
識
的
深
層
の
表
出
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
新
奇
性
を
既
存
の
領
域
の
顕
在
化
と
み
な
す
こ
の
理
解
は
、

は
た
し
て
新
た
な
作
品
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
作
者
の
試
み
を
適
切
に
評

価
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
創
造
」
に
関
す
る
考
察
は
、
超
越
性
を
め
ぐ
る
表
現
芸
術
観
の
思
考
と
の
対
比
を
通
じ
て

考
察
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
「
創
造
」
の
問
題
を
考
察
す
る
う
え
で
、
藤
原
定
家
（
一
二
ハ
二

i
一
二
四
一
）
の
歌
論
は
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら

我
々
は
定
家
を
、

「
表
現
」
と
④
の
場
合
の
「
創
造
」
と
の
相
違
を
自
覚
し
た
う
え
で
創
造
性
を
追
及
し
た
歌
人
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
頓
阿
の
『
井
蛙
抄
』
第
六
に
は
、
定
家
が
慈
円
に
語
っ
た
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

29 

「
御
詠
又
は
亡
父
な
と
こ
そ
う
る
は
し
き
歌
よ
み
の
歌
に
て
は
候
へ
。
定
家
な
と
は
知
恵
の
力
を
も
で
つ
く
る
歌
作
な
り
。
」
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こ
こ
で
定
家
は
慈
円
や
藤
原
俊
成
が
優
れ
た
歌
詠
み
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
自
分
が
歌
詠
み
で
は
な
く
歌
つ
く
り
で
あ
る
こ
と

を
言
明
し
て
い
る
。
定
家
に
よ
る
こ
の
区
別
は
『
兼
載
雑
談
』
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
で
は
「
う
た
作
り
」
と
対
比
さ
れ

る
「
歌
よ
み
」
と
し
て
慈
円
と
西
行
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
お
山

「
仮
名
序
」
に
お
い
て
「
心
に
お
も
ふ
こ
と
」
が

「
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
」
詠
ま
れ
る
も
の
と
し
て
和
歌
が
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
和
歌
は
歌
人
の
内
面
を
あ
り
の
ま
ま
に
詠

『
古
今
和
歌
集
』

む
も
の
だ
と
伝
統
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。
内
的
深
層
の
顕
在
化
で
あ
る
「
詠
む
」
と
い
う
行
為
は
、

ひ
と
つ
の
「
表
現
」
行
為
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
「
知
恵
の
力
」
に
よ
っ
て
和
歌
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
定
家
の
方
法
は
、
明
ら
か
に

「
表
現
」
を
逸
脱
し
て
い
る
。
和
歌
を
「
つ
く
る
」
と
い
う
言
い
方
は
歌
道
に
お
い
て
き
わ
め
て
特
異
で
あ
り
、
定
家
自
身
も
常
に
そ

の
言
い
方
を
用
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
定
家
の
和
歌
が
作
意
を
凝
ら
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
学
の
認
め

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

ま
た
定
家
の
歌
論
書
か
ら
は
そ
の
作
意
を
も
越
え
出
る
超
越
性
の
関
与
、

お
よ
び
新
奇
性
に
対
す
る
問
題
意
識
を

読
み
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
定
家
に
よ
る
和
歌
の
制
作
方
法
は
、

「
創
造
」
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う

「
表
現
」
と
対
比
さ
れ
る
「
創
造
」
の
問
題
を
考
察
す
る
う
え
で
、
定
家
の
和
歌
と
歌
論
は
注
目
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

時

代

背

景

定
家
の
活
躍
し
た
時
期
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
へ
の
移
行
期
は
、
天
皇
制
貴
族
社
会
か
ら
武
家
社
会
へ
と
い
う
大
き
な
社
会
変

革
期
だ
っ
た
。
天
皇
制
自
体
が
完
全
に
崩
壊
し
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
ろ
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
貴
族
制
社
会
の
没
落
は
否
定
で
き
な

い
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
変
化
は
単
な
る
社
会
的
な
開
題
で
は
な
い
。
神
代
か
ら
続
く
至
上
の
存
在
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
き
た

天
皇
家
の
威
光
が
薄
れ
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
古
来
の
秩
序
意
識
が
覆
さ
れ
る
精
神
的
な
変
革
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
武
家
が



覇
権
を
争
う
戦
乱
の
世
は
、
貴
族
社
会
の
崩
壊
の
み
な
ら
ず
末
世
の
意
識
を
鮮
烈
に
印
象
づ
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な

く
末
世
と
は
、

た
と
え
仏
の
教
え
が
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
果
報
が
な
い
と
い
う
末
法
の
世
を
意
味
す
る
。
こ
れ
の
始
ま
る
一

O

五
二
年
ご
ろ
は
比
較
的
平
穏
な
時
代
だ
っ
た
も
の
の
、
鎌
倉
時
代
の
直
前
ご
ろ
は
源
平
合
戦
の
激
し
い
時
期
で
あ
り
、
当
時
の
人
々
は

藤原定家の「歌っくり」と「歌詠み」について

こ
の
世
の
破
滅
に
対
し
て
危
機
感
を
つ
の
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
は
大
火
や
辻
風
、
飢
渇
、
地
震
と
い
っ
た

天
災
に
も
苦
し
め
ら
れ
た
当
時
の
切
迫
し
た
状
況
を
描
写
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
出
来
事
が
人
々
の
終
末
観
を
あ
お
っ
た
と
し
て
も

不
思
議
は
な
い
。

い
わ
ば
こ
の
時
代
は
、
従
来
の
安
定
し
た
世
界
の
崩
壊
を
目
の
当
た
り
に
し
つ
つ
、
至
上
の
も
の
と
仰
ぐ
べ
き
神
仏

の
救
い
を
信
じ
き
れ
な
い
絶
望
的
な
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
末
世
の
没
落
感
や
終
末
観
は
、
和
歌
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
た
し
か
に
『
古
今
和
歌
集
』
成
立
当
時
で
あ
れ
ば
、

あ
り
の
ま
ま
の
感
情
を
素
直
に
詠
む
和
歌
に
「
あ
め
っ
ち
を
う
ご
か
」
す
ほ
ど
の
超
越
的
な
威
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
を
肯
定
で
き
な
い
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
人
は
現
実
世
界
を
素
直
に
美
し
く
詠
む
ほ
ど
楽
天
的
で
は

あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
加
え
、
当
時
の
和
歌
自
体
が
質
的
な
行
き
詰
ま
り
に
陥
り
、

か
つ
て
信
じ
ら
れ
た
よ
う
な
超
越
的
な
威
力
を
示
す
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

『
古
今
和
歌
集
』

「
仮
名
序
」
に
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
工
夫
も
な
く
素
直
に
歌
を
詠

み
続
け
て
き
た
た
め
に
、
語
法
が
月
並
み
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
長
明
は
『
無
名
抄
』

摘
し
、

「
近
代
歌
鉢
事
」
の
中
で
こ
の
傾
向
を
指

『
古
今
和
歌
集
』
以
来
「
珍
し
き
風
情
」
も
「
珍
し
き
詞
」
も
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
歌
道
の
低
迷
は
、
単
に
一
つ
の
芸
道
の
衰
退
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
和
歌
が
国
風
文
化
の
基
盤
と
し
て
貴
族
文
化

31 

の
根
幹
を
成
し
て
い
た
以
上
、
和
歌
の
衰
退
は
貴
族
文
化
全
体
の
衰
退
で
あ
り
、

ま
た
貴
族
文
化
を
至
上
の
も
の
と
し
て
い
た
当
時
の
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日
本
文
化
全
体
の
衰
退
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
だ
が
逆
に
い
え
ば
、
衰
退
す
る
和
歌
を
復
興
す
る
こ
と
こ
そ
文
化
の
再

輿
の
道
で
あ
り
、
宗
教
的
な
救
い
の
見
え
な
い
末
世
世
界
に
和
歌
本
来
の
超
越
性
を
示
す
道
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
平
安
末
期
か

ら
鎌
倉
初
期
の
時
代
の
歌
道
に
は
、
旧
来
の
伝
統
を
超
克
し
和
歌
に
新
た
な
超
越
性
を
取
り
戻
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

歌
詠
み
と
歌
つ
く
り

定
家
に
「
歌
詠
み
」
と
評
さ
れ
た
慈
円
の
歌
道
も
、
こ
の
時
代
の
要
請
に
こ
た
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

『
拾
玉
集
』
に
は
、

「
ね
か

は
く
は
此
あ
さ
き
狂
言
椅
語
に
で
ふ
か
き
讃
仏
乗
転
法
輸
の
み
ち
へ
返
し
い
れ
給
へ
と
な
り
」
と
い
う
慈
円
の
言
葉
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
は
『
由
民
文
集
』
巻
七
一

「
香
山
寺
白
民
洛
中
集
記
」
の
一
節
、

を
以
て
、
転
じ
て
将
来
世
世
讃
仏
乗
の
困
、
転
法
輸
の
縁
と
為
さ
ん
こ
と
い
引
〕
を
典
拠
と
す
る
文
章
で
あ
り
、
現
世
に
お
け
る
文
学
的

「
願
は
く
は
今
生
世
俗
文
字
の
業
、
狂
言
締
語
の
過
ち

活
動
が
戯
れ
事
で
あ
る
こ
と
を
認
め
っ
て
そ
れ
が
逆
に
仏
法
を
讃
え
仏
道
に
進
む
機
縁
に
な
る
と
い
う
内
容
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま

り
慈
円
は
、
戯
れ
事
の
よ
う
に
も
見
え
る
歌
道
が
実
は
仏
道
と
重
な
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

狂
言
椅
語
と
し
て
の
和
歌
観
は
、
俊
成
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
広
田
社
歌
合
に
お
け
る
自
ら
の
歌
の

「
た
だ
け
ふ
の
こ
と
の
は
の
た
む
け
に
よ
り
て
か
へ
し
て
当
来
世
世
の
転
法
輸
の
縁
と
せ
ん
と
ば
か
り
を
お
も
う
た
ま
へ

侍
る
を
」
と
あ
り
、

凶
同
司
叫
可
F

」
令
也
、

JEl
－－

t
t
 

『
白
氏
文
集
』
に
倣
っ
て
自
己
の
歌
道
が
仏
道
と
重
な
り
合
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
俊
成
の
和
歌
観
が
『
由
民

文
集
』
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
俊
成
の
歌
論
書
『
古
来
風
斡
抄
』
の
和
歌
に
つ
い
て
の
説
明
、

（

9
〉

ど
も
、
こ
と
の
深
き
旨
も
顕
は
れ
、
こ
れ
を
縁
と
し
て
仏
の
道
に
も
通
は
さ
ん
た
め
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
確
認
で
き
よ
う
。

「
浮
言
締
語
の
戯
れ
に
は
似
た
れ

つ
ま
り

俊
成
は
、
仏
道
に
通
じ
る
「
深
き
旨
」
が
和
歌
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
こ
れ
が
仏
道
へ
の
機
縁
に
な
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ



る
。
こ
う
し
た
和
歌
観
の
卒
新
は
、
歌
人
の
感
情
や
意
図
の
表
現
か
ら
歌
人
の
意
図
を
越
え
た
宗
教
的
超
越
の
表
現
へ
の
移
行
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
狂
言
締
語
論
が
論
説
に
甘
さ
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
深
き
旨
」
は

一
方
で
人
知
を
越
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
れ
が
仏
教
的
超
越
に
通
ず
る
も
の
と
し
て
人
知
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ

藤原定家の「歌っくり」と「歌詠み」について

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
難
点
は
表
現
芸
術
観
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
o

表
現
芸
術
観
に
お
い
て
は
、

「
深
層
」

が
意
識
的
領
域
を
越
え
た
超
越
的
な
領
域
と
み
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
「
超
越
」
性
は
「
表
層
」
の
対
比
物
と
し
て
表
現

モ
デ
ル
の
想
定
に
納
ま
る
も
の
に
す
、
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
作
品
の
潜
在
的
な
「
深
層
」
を
宗
教
的
な
も
の
と
み
な
そ
う
が
心
理
的
な
も
の

と
み
な
そ
う
が
、

ま
た
現
象
す
る
作
品
の
背
後
の
「
深
層
」
を
単
に
不
可
知
な
領
域
と
み
な
し
た
場
合
で
さ
え
、

「
深
層
」
は
論
者
各

人
の
想
定
を
越
え
る
ほ
ど
超
越
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
超
越
的
な
も
の
と
し
て
「
深
層
」
を
想
定
す
る
と
き
、
説
明
困
難
な
事
象
は

す
べ
て
「
深
層
」
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
的
性
格
の
う
ち
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
想
定
自
体
の
妥
当
性
、

お
よ
び
表
現
芸
術
観

の
妥
当
性
を
改
め
て
聞
い
直
す
視
座
が
失
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
こ
に
表
現
芸
術
観
の
弱
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
だ
ろ
う
o

和
歌
に
超
越
的
深
層
の
顕
現
を
認
め
よ
う
と
す
る
俊
成
の
思
想
は
、
彼
の
幽
玄
論
と
も
通
底
す
る
。

『
無
名
抄
』

「
近
代
歌
幹
事
」

に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
『
拾
遺
和
歌
集
』
以
降
の
和
歌
は
、

「
理
く
ま
な
く
現
れ
、
姿
す
な
ほ
な
る
を
よ
ろ
し
と
す
」
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
道
理
が
言
い
尽
く
さ
れ
る
よ
う
な
素
直
な
歌
が
理
想
と
さ
れ
て
い
た
と
い
埼
o

こ
の
風
潮
に
対
し
俊
成
は
、
慈
鎮
和
尚
白
歌
合

に
お
い
て
、

「
お
ほ
か
た
は
、
歌
は
か
な
ら
ず
し
も
を
か
し
き
ふ
し
を
い
ひ
事
の
理
を
い
ひ
き
ら
ん
と
せ
ざ
れ
ど
も
、
本
自
詠
歌
と
い

ひ
て
た
だ
よ
み
あ
げ
た
る
に
も
う
ち
な
が
め
た
る
に
も
な
に
と
な
く
え
ん
に
も
幽
玄
に
も
き
こ
ゆ
る
事
有
る
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い

（

H〉る
。
つ
ま
り
俊
成
に
と
っ
て
和
歌
と
は
、
風
情
や
道
理
が
あ
り
の
ま
ま
に
言
い
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
詠
ま
れ
る
言
葉
の
内
に

33 

思
考
の
及
ば
ぬ
深
み
を
ほ
の
め
か
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
俊
成
の
幽
玄
論
も
実
践
的
な
制
作
理
論
と
し
て
は
、

た
だ
道
理
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を
言
い
切
ら
な
い
と
い
う
消
極
的
な
態
度
を
推
奨
す
る
に
と
ど
ま
る
。
意
図
を
越
え
た
「
深
層
」
の
顕
在
化
を
意
図
的
に
操
作
で
き
な

い
以
上
、
そ
こ
に
超
越
的
な
も
の
を
顕
現
さ
せ
る
確
実
な
方
法
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
幽
玄
論
が
批
評
の
あ
い
ま
い
な
指
標
と

な
っ
た
と
し
て
も
、
制
作
理
論
と
し
て
不
徹
底
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

実
践
的
な
制
作
理
論
に
対
す
る
思
考
の
不
徹
底
さ
は
、
表
現
芸
術
観
に
し
ば
し
ば
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
表
現
芸
術
観

に
お
い
て
作
品
は
深
層
の
媒
介
物
と
し
て
の
道
具
的
役
割
を
担
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
直
接
知
覚
さ
れ
る
作
品
自
体
の
価
値
が
二
次

的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
慈
円
は
「
歌
と
い
ふ
物
は
た
た
心
を
さ
き
と
し
て
」
と
述
べ
、
着
想
や
情
調
が
和
歌
の

ハロ〉

言
葉
に
先
行
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
ま
た
定
家
の
歌
論
室
田
『
毎
月
抄
』
に
も
、
和
歌
の
「
心
を
本
と
し
て
詞
を
取
捨
せ
よ
」
と

ハロ）

い
う
俊
成
の
歌
論
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
「
心
」
の
偏
重
に
対
し
、
歌
つ
く
り
た
る
定
家
は
、

「
心
」
を
優
先
さ
せ
る
と

き
「
調
」
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
る
傾
向
に
留
意
し
、

ハH
H〉

論
に
修
正
を
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
定
家
は
、
当
初
の
着
想
を
忠
実
に
表
現
す
る
た
め
に
一
言
葉
を
選
択
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言

「
心
詞
の
二
は
烏
の
左
右
の
麹
の
ご
と
く
な
る
べ
き
に
こ
そ
」
と
述
べ
て
俊
成
の

葉
の
操
作
を
通
じ
て
当
初
の
着
想
を
超
克
し
、
な
お
か
つ
情
調
豊
か
な
秀
歌
を
構
築
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
定
家
に
と
っ

て
歌
の
言
葉
は
表
現
の
媒
介
で
は
な
く
、

い
わ
ば
「
心
」
の
有
る
（
「
有
心
体
」
の
）
和
歌
を
構
成
す
る
た
め
の
素
材
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
詠
ぜ
よ
）
、

「
情
は
新
し
き
を
以
て
先
と
な
し
（
人
の
い
ま
だ
詠
ぜ
ざ
る
の
心
を
求
め
て
、

詞
は
旧
き
を
以
て
用
ゆ
ベ
し
」
と
述
一
%
ま
だ
誰
も
詠
ん
だ
こ
と
の
な
い
新
奇
な
「
情
（
こ
こ
ろ
と
を
求
め
つ

（
世
山
〉

つ
「
詞
」
は
古
歌
か
ら
と
る
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
定
家
は
和
歌
に
新
奇
性
を
求
め
る
も
の
の
、
そ
の
素
材
と
な
る
語
ま
で

定
家
は
歌
論
書
『
詠
歌
大
概
』
の
官
頭
に
お
い
て
、

新
し
く
創
造
し
よ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
歌
材
に
適
さ
ぬ
卑
俗
な
語
や
新
語
を
排
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る

奇
矯
な
作
品
に
陥
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
で
は
古
歌
の
語
を
用
い
て
ど
の
よ
う
に
新
奇
な
和
歌
を
つ
く



る
の
だ
ろ
う
か
。

『
無
名
抄
』

「
近
代
歌
幹
事
」
で
は
、
定
家
を
中
心
と
す
る
一
派
が
「
露
さ
び
て
」
と
か
、

「
風
ふ
け
て
」
、
「
心
の

奥
」
、
「
あ
は
れ
の
底
」
、
「
月
の
在
明
」
、
「
風
の
夕
暮
」
、
「
春
の
故
郷
」
と
い
っ
た
新
し
い
語
法
を
用
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

「
露
」
、
「
風
」
、
「
心
」
な
ど
の
語
は
す
べ
て
古
歌
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
語
が
普
段
は
同
時
に
用
い
ら
れ
ぬ
語
と
結
合
さ
れ
る
こ

藤原定家の「歌っくり」と「歌詠み」について

と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
通
常
の
結
合
の
順
序
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
奇
な
語
法
が
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
者
か
ら

理
解
さ
れ
な
い
新
語
を
使
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
以
上
、
既
存
の
語
と
語
の
結
合
以
外
に
新
奇
性
を
獲
得
す
る
方
法
は
な
い
の
だ

と
い
え
よ
う
。
素
材
の
新
奇
な
結
合
は
、
素
材
を
無
か
ら
創
造
で
き
な
い
芸
術
活
動
に
お
い
て
唯
一
の
創
造
的
方
法
な
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
こ
う
し
て
つ
く
ら
れ
た
語
法
も
、

「
始
め
珍
し
く
よ
め
る
時
こ
そ
あ
れ
、
二
度
と
も
な
れ
ば
念
も
な
き
こ
と
ぐ
せ
ど
も
を
ぞ
僅

か
に
ま
ね
ぶ
め
る
」
と
長
明
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
る
に
つ
れ
て
つ
く
ら
れ
た
当
初
の
新
奇
性
を
失
っ
て
し
ま

ぅ
。
だ
が
語
の
結
合
に
よ
っ
て
新
奇
な
和
歌
を
創
造
す
る
と
い
う
方
法
そ
の
も
の
は
、
新
奇
性
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
和
歌
の
伝
統
を
活

性
化
さ
せ
る
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
近
代
歌
幹
事
」
に
挙
げ
ら
れ
た
新
奇
な
語
法
の
う
ち
「
風
ふ
け
て
」
、
「
心
の
奥
」
、
「
月

の
在
明
」
、
「
春
の
故
郷
」
の
四
つ
が
実
際
に
定
家
の
作
品
中
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
同
ν

語
の
新
奇
な
結
合
と
い
う
創
作
原
理
は
定
家
自

身
の
歌
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

だ
が
当
然
な
が
ら
、
単
に
語
を
結
合
し
さ
え
す
れ
ば
秀
歌
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
歌
の
優
劣
が
語
の
「
つ
づ
け
が
ら
」

（
却
〉

に
よ
っ
て
き
ま
る
と
『
毎
月
抄
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
か
に
効
果
的
に
語
を
結
合
し
て
い
く
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
『
毎
月
抄
』
の
中
で
定
家
は
、

「
夕
暮
の
秋
」
と
か
「
あ
け
ぼ
の
の
春
」
と
い
っ
た
語
法
を
「
た
だ
心
は
秋
の
夕
暮
、
春
の
あ
け

ぼ
の
を
出
で
ず
こ
そ
侯
め
れ
」
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
新
奇
な
語
法
は
、
新
奇
な
「
心
」
を
伴
わ
ず
奇
矯
に
走
っ
た
失
敗
例
な
の

35 

で
あ
る
。
ま
た
『
毎
月
抄
』
に
は
、

い
り
ほ
が
の
入
り
く
り
寄
と
て
、
堅
固
な
ら
ぬ
姿

「
ふ
か
く
心
を
い
れ
ん
と
て
お
ぢ
す
ぐ
せ
ば
、



36. 

の
心
得
ら
れ
ぬ
は
、
心
な
き
よ
り
は
う
た
て
く
み
ぐ
る
し
き
事
に
て
侍
る
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
定
家
は
技
巧
を
捷
ら
し
す
ぎ
た
難
解

円
明
曲
〉

で
と
り
と
め
も
な
い
和
歌
を
も
、
浅
薄
な
和
歌
よ
り
低
く
評
価
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
奇
矯
で
は
な
く
新
奇
な
秀
歌
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
と
き
、
語
の
結
合
と
い
う
作
意
的
な
行
為
を
越
え
た
成
果
が
期
待
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

『
毎
月
抄
』
に
は
そ
の
創
作
方
法
に
つ
い
て
、

「
詠
吟
事
き
は
ま
り
、
案
性
ず
み
わ
た
れ
る
中
よ
り
、
今
と
か
く

も
て
あ
っ
か
ふ
風
情
に
て
は
な
く
て
、
に
は
か
に
か
た
は
ら
よ
り
や
す
や
す
と
し
て
、
よ
み
い
だ
し
た
る
中
に
、
い
か
に
も
秀
逸
は
侍

ハm
A）

る
べ
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
構
想
を
め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
様
々
な
技
巧
を
凝
ら
し
て
口
ず
さ
み
続
け
る
う
ち
に
、
心
の
働
き

が
澄
み
わ
た
り
、
そ
の
と
き
執
心
し
て
い
た
構
想
か
ら
離
れ
て
、
秀
逸
な
和
歌
が
突
然
で
き
あ
が
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

門

担

）

心
を
す
ま
し
て
、
そ
の
一
境
に
入
り
ふ
し
て
こ
そ
稀
に
も
よ
ま
る
る
事
は
侍
れ
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
秀
歌
は
あ
る
特
殊

「
よ
く
よ
く

な
境
地
に
到
達
し
た
と
き
偶
然
的
に
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
歌
人
の
作
意
に
応
じ
て
着
実
に
構
成
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の

だ
と
い
え
よ
う
。

『
無
名
抄
』

「
近
代
歌
鉢
事
」
で
も
定
家
を
中
心
と
す
る
歌
人
に
見
ら
れ
る
創
作
に
つ
い
て
、

「
骨
法
あ
る
人
の
、

境
に
入
り
、
峠
を
越
え
て
後
あ
る
べ
き
事
也
」
と
述
べ
、
和
歌
の
素
養
を
身
に
つ
け
た
う
え
で
特
殊
な
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
が
秀
歌

（お〉

創
作
の
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
境
地
に
至
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
歌
は
超
越
性
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
長
関
は
こ
う
し
て
制
作
さ
れ
た
新
し
い
和
歌
に
つ
い
て
、

「
天
地
を
動
か
す
徳
を
具
し
、
鬼
神
を
和
む
る

ハお）

「
仮
名
序
」
の
理
想
に
近
づ
く
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。

術
に
て
は
侍
れ
」
と
述
べ
、
こ
の
新
し
い
方
法
が
逆
に
『
古
今
和
歌
集
』

そ
れ
で
は
そ
の
境
地
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
無
意
識
的
な
も
の
の
表
現
に
も
見
え
る
こ
の
制
作
方

法
は
、

い
か
に
表
現
と
区
別
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
定
家
自
身
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
次
節
で
は

西
行
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
歌
論
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
た
い
。



超
越
性
の
問
題

『
梅
尾
明
恵
上
人
伝
記
』
に
は
、
西
行
が
語
っ
た
と
い
う
次
の
よ
う
な
歌
論
が
－
記
さ
れ
て
い
る
。

藤原定家の「歌っくり」と「歌詠み」について

西
行
法
師
常
に
来
り
て
物
語
し
て
云
は
く
、

「
我
歌
を
読
む
は
、
遥
か
に
尋
常
に
異
な
り
。
華
・
郭
公
・
月
・
雪
、
都
て
万
物
の

輿
に
向
ひ
て
も
、
凡
そ
所
有
相
皆
是
虚
妄
な
る
事
、
眼
に
遮
り
耳
に
満
て
り
。
又
読
み
出
す
所
の
言
句
は
、
皆
是
真
言
に
非
ず
や
。

華
を
読
め
ど
も
実
に
華
と
思
ふ
事
な
く
、
月
を
詠
ず
れ
ど
も
実
に
月
と
思
は
ず
。
只
此
の
如
く
し
て
縁
に
臨
ひ
輿
に
随
ひ
読
み
置

く
処
な
り
。
紅
虹
た
な
び
け
ば
虚
空
色
ど
れ
る
に
似
た
り
。
白
日
か
か
や
け
ば
虚
空
明
か
な
る
に
似
た
り
。
然
れ
ど
も
虚
空
は
本
、

明
か
な
る
物
に
も
非
ず
、
又
色
ど
れ
る
物
に
も
非
ず
。
我
又
此
の
虚
空
の
如
く
な
る
心
の
上
に
お
い
て
、
種
々
の
風
情
を
色
ど
る

と
云
へ
ど
も
、
更
に
離
跡
な
し
。
此
の
歌
即
ち
是
如
来
の
真
の
形
鉢
也
。
去
れ
ば
一
首
読
み
出
で
て
は
一
幹
の
仏
像
を
造
る
思
ひ

一
句
を
思
ひ
続
け
て
は
秘
密
の
真
言
を
唱
ふ
る
に
同
じ
。
我
此
の
歌
に
よ
り
て
法
を
得
る
事
あ
り
。
若
し
こ
こ
に
至
ら

門訂）

ず
し
て
妄
り
に
人
此
の
道
を
学
ば
ば
、
邪
路
に
入
る
ベ
し
」
と
云
々
。

を
な
し
、

西
行
は
こ
こ
で
「
華
（
花
〉
・
郭
公
・
月
・
雪
」
な
ど
の
「
万
物
」
を
、
実
体
性
の
な
い
「
虚
妄
」
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
花

を
一
詠
む
場
合
も
実
際
に
花
と
思
っ
て
詠
む
わ
け
で
は
な
く
、
月
を
詠
ん
で
も
月
と
思
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
万
物
は
た
だ
心
に
と

ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
の
、
心
の
働
き
を
前
提
と
せ
ず
に
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
我
々
が
事
物
を
認
識
す
る
と
き
、
そ
の
事
物
の
真
の
姿
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
我
々
の
認
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識
能
力
に
適
合
し
た
側
面
が
把
握
さ
れ
る
だ
け
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
月
を
見
た
と
思
っ
た
と
き
で
も
実
際
に
は
月
そ
の
も
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の
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

た
だ
我
々
に
と
っ
て
月
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
し
か
認
識
さ
れ
な
い
。

万
物
は
た
だ
我
々
の
心
に
映
さ
れ
た
像
と
し
て
認
識
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

「
心
」
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
我
々
は
心

の
働
き
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
心
そ
の
も
の
の
実
体
性
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
西
行
は
自
ら
の
心

も
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
「
虚
空
」
が
明
ら
か
に
彩
ら
れ
る
よ
う
に
み
与
え
る
こ
と
は
是
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

た
と
え
事
物
や
心
に
実
体
性
が
認
め

ら
れ
な
い
に
せ
よ
、
月
な
ど
の
像
が
認
識
さ
れ
る
体
験
ま
で
は
否
定
し
き
れ
な
い
。

「
虚
空
」
で
あ
る
は
ず
の
心
や
月
か
ら
そ
う
し
た

像
が
現
れ
る
働
き
は
、
心
が
月
の
像
を
と
ら
え
る
働
き
、
あ
る
い
は
月
が
心
に
像
を
表
わ
す
働
き
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
の

呼
び
方
で
は
働
き
の
主
体
は
「
心
」
で
あ
り
、
第
二
の
呼
び
方
で
は
「
月
」
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
月
や
心
そ
の
も
の
を
実
体
と
し
て

認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
、
月
と
心
は
そ
の
働
き
を
共
有
し
て
月
の
像
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
働
き
の
主

体
が
月
に
も
心
に
も
限
定
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
働
き
の
主
体
は
む
し
ろ
「
心
」

（
個
人
と
し
て
の
主
体
）
と
「
月
」

（
客
体
）

と
を
包
含
す
る
何
も
の
か
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

月
、
が
実
体
と
し
て
外
界
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
も
し
も
「
月
」
と
い
う
語
が
存
在
し
な
け
れ
ば
月
を
認
識
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
月
を
月
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
実
体
性
の
な

い
「
虚
空
」
が
明
ら
か
に
彩
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
体
性
の
な
い
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
に
万
物
の
像
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

万
物
の
像
を
虚
空
か
ら
生
じ
さ
せ
る
働
き
の
主
体
が
西
行
個
人
や
万
物
と
は
位
相
を
異
に
す
る
超
越
的
主
体
だ
と
考
え
る
な
ら
、
こ
の

言
葉
の
発
話
者
も
ま
た
そ
の
超
越
的
主
体
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

事
物
の
名
称
と
し
て
使
用
さ
れ
る
通
常
の
言
葉
と
は
異
な
る
こ
の
種
の
言
葉
が
、

「
宣
言
己
で
あ
る
と
い
う
。
本
稿
で
こ
の
歌
論
中



に
主
客
合
一
や
超
越
的
主
体
に
関
す
る
思
想
を
読
み
取
る
の
は
、
西
行
が
こ
う
し
た
真
言
密
教
の
用
語
を
用
い
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
真
言
密
教
は
世
界
の
万
物
を
、
単
一
人
格
を
有
す
る
超
越
的
主
体
た
る
大
日
如
来
の
現
れ
と
み
な
し
、
そ
の
一
つ
の
現
れ
た

る
人
間
も
我
執
や
世
俗
の
塵
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
大
日
如
来
と
の
本
来
的
同
一
性
を
自
覚
で
き
る
と
説
く
。
そ
の
大
日
如
来
の
自
己

藤原定家の「歌っくり」と「歌詠みJについて

顕
現
と
し
て
の
言
葉
が
「
真
一
言
」
な
の
で
あ
る
。
本
文
中
の
「
縁
に
随
ひ
」
と
い
う
語
句
も
、
お
そ
ら
く
は
真
言
密
教
の
「
法
繭
随
縁
」

ら
ず
た
だ
「
縁
」

「
法
爾
随
縁
」
と
は
、
自
然
の
ま
ま
の
道
理
に
則
し
て
あ
る
こ
と
（
「
法
爾
」
）
が
作
意
に
よ

円
相
品
》

（
条
件
）
に
し
た
が
っ
て
必
然
的
に
顕
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
西
行
は
そ
の
よ
う
に
作
意
も
な
く
詠
み
出
す
自

と
い
う
用
語
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
ろ
う
。

分
の
和
歌
を
「
真
言
」
と
み
な
し
、
そ
こ
に
「
如
来
」
の
顕
現
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
真
言
密
教
で
は
仏
陀
を
は
じ
め
と
す
る
諸

仏
を
も
大
日
如
来
の
現
れ
と
み
な
し
て
い
る
。
西
行
の
言
う
「
一
一
幹
の
仏
像
を
造
る
思
ひ
」
と
は
、
作
意
的
な
「
つ
く
る
」
と
い
う
行

為
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
根
源
的
な
如
来
の
顕
現
を
指
す
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
万
物
を
虚
妄
と
み

な
す
世
界
観
は
、
当
時
の
人
々
を
深
刻
に
苦
し
め
た
無
常
感
や
虚
無
感
と
も
通
底
し
て
い
る
。
だ
が
西
行
は
真
言
密
教
思
想
を
体
得
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
歌
が
末
世
の
救
い
と
な
る
こ
と
を
見
い
だ
し
、
自
ら
「
法
を
得
る
」
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

西
行
が
真
言
密
教
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
は
、
真
言
密
教
の
「
月
輪
観
」
思
想
を
ふ
ま
え
た
一
連
の
和
歌
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
真
言
密
教
の
論
書
『
菩
提
心
論
』
に
は
、

「
我
れ
、
自
心
を
見
る
に
形
ち
月
輪
の
如
し
、
何
ん
が
故
に
か
月
輸
を
以
て
鴫
と
す
る

と
な
ら
ば
、

い
は
く
、
満
月
円
明
の
体
は
即
ち
菩
提
心
と
相
類
せ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
真
言
密
教
は
各
人
の
心
の
根
底
に
清
浄
な
本

ハ却〉

質
を
認
め
、
悟
り
に
至
っ
た
清
浄
な
心
を
円
月
に
た
と
え
て
い
る
。
同
様
に
西
行
も
、
現
世
の
汚
れ
に
ま
み
れ
た
自
己
の
心
の
根
底
に

清
浄
な
「
心
の
月
」
が
隠
れ
て
い
る
と
み
な
し
、
汚
れ
を
払
っ
て
円
月
を
磨
き
あ
げ
る
過
程
と
悟
り
に
至
る
過
程
と
を
重
ね
て
考
え
て
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い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
考
え
方
は
次
の
歌
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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〈却〉

澄
む
と
い
ひ
し
心
の
月
し
現
れ
ば
こ
の
世
も
闇
の
は
れ
ざ
ら
め
や
は
（
『
山
家
集
』
七
ゴ
二
一
一
）

い
か
で
わ
れ
清
く
曇
ら
ぬ
身
に
な
り
て
心
の
月
の
影
を
み
が
か
ん
（
同
書
九

O
四）

聞
は
れ
て
心
の
空
に
澄
む
月
は
西
の
山
ベ
や
近
く
な
る
ら
ん
（
同
書
八
七
六
）

ハ

av

ふ
か
き
山
に
心
の
月
し
す
み
ぬ
れ
ば
か
が
み
に
よ
も
の
さ
と
り
を
ぞ
み
る
（
『
聞
書
集
』
）

こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
自
己
の
心
を
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
清
く
澄
ん
だ
「
心
の
月
」
が
現
れ
、
こ
の
世
の
「
闇
」
も

晴
れ
て
「
西
の
山
ベ
」
す
な
わ
ち
西
方
浄
土
に
近
づ
く
、
と
い
う
「
さ
と
り
」
を
西
行
は
自
覚
し
て
い
た
。
先
に
挙
げ
た
西
行
の
歌
論

は
、
澄
み
わ
た
っ
た
月
が
お
の
ず
と
光
を
発
す
る
よ
う
に
、
作
意
を
凝
ら
す
こ
と
な
く
歌
を
発
す
る
境
地
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

技
巧
を
凝
ら
す
こ
と
な
く
詠
む
和
歌
に
超
越
性
を
認
め
よ
う
と
い
う
西
行
の
考
え
方
は
、

『
古
今
和
歌
集
』

「
仮
名
序
」
の
伝
統
を

受
け
継
ぐ
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
西
行
の
歌
論
も
、
衰
退
の
兆
し
の
あ
っ
た
和
歌
に
超
越
性
を
取
り
戻
し
、
和
歌
を
通
じ
て
末
世
世
界

に
救
い
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
慈
円
や
俊
成
に
見
ら
れ
た
狂
言
結
語
論
で
は
和
歌
を
戯
れ
事
で
あ
る

と
み
な
し
た
う
え
で
そ
こ
に
仏
教
的
超
越
の
現
れ
を
求
め
た
が
、
西
行
は
、
和
歌
の
言
葉
そ
の
も
の
を
大
日
如
来
の
言
葉
と
み
な
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
超
越
性
と
の
よ
り
直
接
的
な
連
関
を
認
め
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

和
歌
が
歌
人
の
作
意
を
越
え
出
る
よ
う
な
超
越
的
な
働
き
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
す
る
考
え
方
に
お
い
て
、
西
行
の
歌
論
と
定
家
の
歌

論
と
の
間
に
は
類
似
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
よ
く
よ
く
心
を
す
ま
し
て
、
そ
の
一
境
に
入
り
ふ
し
て
」
詠
む
と
い
う
定
家

の
境
地
は
、
西
行
の
密
教
思
想
と
重
な
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
そ
の
類
似
性
を
手
が
か
り
に
両
者
を
比
較
す
る
と
き
、
逆
に
各
々



の
特
性
が
際
立
っ
て
見
え
て
く
る
。

真
言
密
教
を
背
景
と
す
る
西
行
に
と
っ
て
、
和
歌
を
発
す
る
主
体
と
は
、
作
意
を
脱
し
た
果
て
に
自
己
と
合
一
す
る
超
越
者
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
西
行
は
、
和
歌
を
詠
む
際
の
超
越
性
を
説
明
可
能
な
密
教
的
想
定
の
枠
内
で
と
ら
え
、
作
意
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

藤原定家の「歌っくり」と「歌詠み」について

自
己
の
深
層
に
隠
れ
て
い
る
と
自
ら
想
定
す
る
そ
の
超
越
者
に
回
帰
し
よ
う
と
望
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
定
家
は
、
和
歌
創
作
に

お
け
る
超
越
性
を
特
定
の
宗
教
的
概
念
で
規
定
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
定
家
の
到
達
し
よ
う
と
す
る
境
地
と
は
、
内
な
る
清
浄
な
本
質

へ
の
回
帰
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
既
存
の
何
も
の
に
も
回
帰
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
偶
然
的
に
得
ら
れ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
定
家
が
そ
の
境
地
を
理
論
的
に
説
明
し
な
い
こ
と
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
歌
論
と
し
て
不
徹
底
で
あ
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
も
し
も
そ
れ
が
既
存
の
原
理
で
説
明
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
逆
に
既
存
の
思
考
の
枠
を
脱
す
る
創

造
行
為
の
特
質
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
定
家
に
と
っ
て
作
意
か
ら
の
離
脱
と
は
、

「
深
層
」
を
表
出
さ
せ
る
た
め
に
は
じ
め
か

ら
作
意
を
捨
て
る
こ
と
で
は
な
く
、
作
意
的
に
創
造
し
た
作
品
の
新
奇
な
効
果
を
も
っ
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

両
者
の
制
作
態
度
の
違
い
は
、
宗
教
的
超
越
に
対
す
る
信
頼
度
の
相
違
か
ら
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
世
界
原
理
と
し
て
の
宗
教
的
超

越
者
を
是
認
で
き
る
西
行
は
、
現
世
の
悪
し
き
要
素
の
す
べ
て
を
、
除
去
さ
れ
る
べ
き
二
次
的
な
汚
れ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
た
。
月

を
月
と
思
う
よ
う
な
自
然
的
態
度
を
停
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
執
や
先
入
観
を
払
い
捨
て
、
純
粋
な
自
己
に
至
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
定
家
に
は
こ
う
し
た
信
仰
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
定
家
に
は
、
自
己
の
内
に
清
浄
な
本
質
を
認
め
る

よ
う
な
楽
観
的
な
見
方
を
許
さ
ぬ
、
厳
し
い
現
実
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
定
家
の
日
記
『
明
月
記
』
に
は
当
時
の

戦
乱
の
世
を
末
世
と
嘆
く
言
葉
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
彼
自
身
が
繰
り
返
し
目
や
鼻
、
歯
、
喉
、
肩
、
手
足
、
腹
な
ど
の
病
に
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苦
し
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
建
保
元
年
（
一
二
二
ニ
）

一
二
月
二
三
日
の
記
述
に
は
、
定
家
が
幼
少
期
か
ら
繰
り
返
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し
精
神
上
の
疾
患
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、

「
是
れ
魔
姓
の
な
す
か
」
と
疑
っ
て
さ
え
い
る
。
平
素
か
ら
病
魔
に

お
か
さ
れ
、
我
が
身
が
魔
障
に
む
し
ば
ま
れ
て
い
る
と
す
る
発
想
は
、
人
間
の
深
層
に
神
的
な
本
質
を
認
め
る
考
え
方
と
は
著
し
く
対

〔お）

立
す
る
。
た
と
え
密
教
的
な
救
い
に
あ
こ
が
れ
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
は
定
家
に
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

末
世
意
識
に
加
え
こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
苦
し
み
こ
そ
、
定
家
を
創
造
的
な
「
歌
つ
く
り
」
た
ら
し
め
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

新
奇
性
を
求
め
る
創
造
行
為
は
、
既
存
の
世
界
に
対
し
て
徹
底
し
た
否
定
を
突
き
つ
け
る
行
為
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
芸
術
に
お
け
る

創
造
行
為
と
は
、
単
に
新
し
い
作
口
聞
を
世
に
示
す
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
行
為
を
行
う
作
者
自
身
が
自
己
の
思
念
を
既
存
の
世
界
か

ら
離
脱
さ
せ
、
未
知
の
世
界
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
世
に
生
き
る
か
ぎ
り
既
存
の
事
象
と
の
関

連
を
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ら
諸
事
象
を
素
材
に
し
た
創
造
行
為
に
専
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
の
及
ば
ぬ

超
越
に
向
か
っ
て
絶
え
ず
自
己
を
投
げ
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
自
己
投
企
に
こ
そ
、
表
現
芸
術
観
に
よ
っ
て
見
失
わ
れ
が
ち
な
「
創

造
」
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

定
家
の
和
歌
の
具
体
例

き
で
も
あ
ろ
う
が
、
本
稿
の
論
点
を
作
品
か
ら
確
認
す
る
た
め
に
、

そ
れ
で
は
定
家
の
和
歌
と
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
個
々
の
作
品
研
究
は
国
文
学
研
究
に
ゆ
だ
ね
る
べ

（
引
品
〉

わ
ず
か
な
が
ら
例
を
示
し
て
解
釈
を
試
み
た
い
。

夢
か
さ
は
野
辺
の
ち
ん
＼
さ
の
お
も
か
げ
は
ほ
の
ぼ
の
な
び
く
薄
許
や

（八四一一一）

こ
れ
は
「
枯
野
」
と
題
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
自
の
前
に
は
ほ
の
か
に
な
び
く
枯
れ
す
す
き
が
広
が
る
ば
か
り
だ
が
、
そ
の
現
実
の



情
景
に
は
過
ぎ
去
っ
た
季
節
の
千
草
の
彩
り
が
夢
幻
の
よ
う
な
面
影
と
し
て
寄
り
添
っ
て
い
る
。
う
ら
寂
し
い
現
実
世
界
と
華
や
か
な

面
影
と
の
二
重
性
は
著
し
い
対
照
を
示
し
つ
つ
心
象
風
景
の
中
で
重
な
り
合
い
、
あ
る
い
は
交
互
に
心
中
に
去
来
す
る
。
こ
の
作
品
が

単
な
る
外
界
の
自
然
表
現
や
即
物
的
な
詠
嘆
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
現
実
の
視
覚
的
な
情
景
に
非
現
実
的
な
美
を

ま
と
わ
せ
る
よ
う
作
意
的
に
構
成
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
同
様
の
手
法
は
、
有
名
な
「
見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け

藤原定家の「歌っくり」と「歌詠み」について

り
浦
の
と
ま
や
の
秋
の
夕
暮
（
一
三
五
ど
と
い
う
和
歌
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

松
に
ふ
く
風
の
み
ど
り
に
声
そ
へ
て
ち
ょ
の
色
な
る
い
り
あ
ひ
の
鐘

（
二
三
九
二
）

こ
こ
で
は
松
風
の
響
き
と
鐘
声
、
風
に
溶
け
込
む
か
に
見
え
る
松
葉
の
緑
と
夕
暮
の
紅
と
が
織
り
な
さ
れ
、
多
彩
な
音
色
と
色
調
の

響
き
合
う
共
感
覚
的
な
情
景
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
圧
倒
的
な
情
景
は
夕
刻
の
一
瞬
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、

「
千
代
」
な
る
永

遠
性
さ
え
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
五
感
が
混
乱
を
き
た
す
よ
う
に
語
を
連
鎖
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
的
な
感
覚
世
界

（お）

と
は
異
な
る
虚
構
世
界
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
同
様
の
共
感
覚
的
な
情
景
は
次
の
作
品
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

松
風
の
ひ
び
き
も
色
も
ひ
と
つ
に
て
み
ど
り
に
お
つ
る
た
に
が
は
の
水

（
三
三
四
）

こ
こ
で
は
松
風
や
谷
川
の
音
響
と
、
そ
の
風
の
吹
き
抜
け
る
松
葉
や
谷
川
の
水
の
緑
色
と
が
照
応
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
溶
け
合

っ
た
共
感
覚
的
な
情
景
に
は
さ
ら
に
谷
川
の
落
ち
る
運
動
性
が
加
え
ら
れ
、

は
じ
め
上
空
の
風
を
見
て
い
た
視
繰
は
松
も
谷
川
も
巻
き

込
ん
で
下
へ
の
動
き
の
内
に
収
束
さ
れ
て
い
く
。
日
常
的
に
接
す
る
機
会
の
多
い
松
や
谷
川
、
風
と
い
っ
た
事
物
が
こ
の
よ
う
に
作
意
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的
に
結
合
、
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
常
世
界
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
新
奇
な
美
的
世
界
が
つ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
例
で
は
あ
っ
た
が
、
定
家
の
和
歌
の
革
新
性
は
十
分
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
外
界
の
模
倣

や
単
な
る
感
情
の
表
現
と
は
明
確
に
異
な
る
。
個
々
の
語
の
新
奇
な
結
合
に
よ
っ
て
日
常
世
界
と
は
異
な
る
美
的
な
人
工
世
界
が
構
成

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
歌
の
言
葉
は
狂
言
椅
語
の
よ
う
な
戯
れ
で
も
真
言
で
も
な
く
、
単
な
る
素
材
に
す
ぎ
な
い
。
歌
の
言
葉
の
本

質
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
は
問
題
に
さ
れ
や
す
、

た
だ
そ
れ
ら
の
語
が
い
か
な
る
美
的
効
果
を
も
た
ら
し
う
る
の
か
と
い
う
可
能
性
だ

け
が
追
及
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
模
倣
や
表
現
の
場
合
と
は
異
な
り
、
作
品
は
原
像
や
深
層
の
媒
介
で
は
な
い
た
め
、
純
粋
に
美
的

効
果
を
追
及
す
る
唯
美
主
義
的
傾
向
を
帯
び
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
新
奇
な
美
を
追
い
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
存

の
思
考
の
枠
に
癖
ら
れ
な
い
超
越
へ
と
自
己
を
投
企
す
る
自
己
否
定
が
実
践
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
o

ま
さ
に
こ
う
し
た
歌
道

の
実
践
こ
そ
、
末
世
に
超
越
性
を
示
し
和
歌
の
再
興
を
も
た
ら
す
定
家
の
試
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

一
般
の
芸
術

的
制
作
方
法
が
す
べ
て
「
創
造
」
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
だ
が
定
家
の
思
想
と
作
品
は
、

「
表
現
」
と
は
明
確
に
異
な
る
「
創
造
」

と
い
う
理
念
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
促
す
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

主
本
稿
で
は
読
み
や
す
さ
と
表
記
の
統
一
性
を
重
ん
じ
、
特
に
必
要
を
認
め
な
い
か
ぎ
り
引
用
文
中
の
旧
字
体
や
畳
字
、
草
書
体
を
現
代
表
記
に
改

め
た
。
ま
た
本
稿
の
考
察
に
お
い
て
、
特
に
安
田
章
生
『
藤
原
定
家
研
究
（
増
補
版
）
』
（
至
文
堂
）
昭
和
五
O
年
を
参
照
し
た
。

（1
）
塙
保
己
一
一
編
、
太
田
藤
四
郎
補
『
続
群
書
類
従
』
第
一
六
輯
下
〈
続
群
書
類
従
完
成
会
〉
昭
和
五
七
年
、
九
一
七
ペ
ー
ジ
下
。

（2
）
塙
保
己
一
一
編
『
群
書
類
従
』
第
一
六
輯
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
昭
和
六
二
年
、
五
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
上
。

（3
）
佐
伯
梅
友
校
注
『
古
今
和
歌
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
八
企
石
波
書
店
）
一
九
八
七
年
、
九
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

（4
）
前
掲
書
、
九
三
ペ
ー
ジ
。

（5
）
久
松
潜
一
、
西
尾
賓
校
注
『
歌
論
集

能
楽
論
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系

六
五
（
岩
波
書
店
）
一
九
八
七
年
、
八
二

1
八
三
ペ
ー
ジ
。



藤原定家の「歌っくり」と「歌詠み」について

多
賀
宗
隼
編
著
『
校
本
拾
玉
集
』
（
古
川
弘
文
館
）
昭
和
四
六
年
、
二
五
六
ペ
ー
ジ
。

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
二
巻
、
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
（
岩
波
書
店
）
一
九
八
七
年
、
一
九
三
ペ
ー
ジ
（
「
狂
言

締
語
」
の
項
か
ら
〉
。
周
知
の
ご
と
く
、
狂
言
締
語
観
は
慈
円
や
俊
成
の
み
な
ら
ず
当
時
の
文
人
た
ち
に
広
く
支
持
さ
れ
て
い
た
。

『
新
編
国
歌
大
観
』
第
五
巻
（
角
川
書
店
）
昭
和
六
二
年
、
二
一
八
ペ
ー
ジ
下
。

橋
本
不
美
男
、
有
吉
保
、
藤
平
春
男
校
注
・
訳
『
歌
論
集
』
日
本
古
典
文
学
全
集
五

O
（
小
学
館
）
昭
和
六
二
年
、
二
七
五
ペ
ー
ジ

（
前
掲
『
歌
論
集
能
祭
論
集
』
か
ら
引
用
す
る
各
歌
論
に
関
し
て
も
、
こ
の
『
歌
論
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
限
り
そ
の
現
代
語
訳
を

適
宜
参
照
し
て
い
る
〉
。
白
居
易
の
語
句
自
体
に
は
世
俗
の
過
ち
と
仏
法
と
の
聞
に
層
的
格
差
は
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
を
聖
俗
の

矛
盾
的
同
一
を
説
く
顕
在
的
相
即
論
と
も
解
釈
し
う
る
。
そ
う
し
た
楽
天
的
傾
向
は
天
台
座
主
た
る
慈
円
に
強
く
認
め
ら
れ
ハ
佐
々
木
克

衛
『
中
世
歌
論
の
世
界
』
、
〔
双
文
社
出
版
〕
一
九
九
二
年
、
一
一
一
一

1
一
一
一
九
ペ
ー
ジ
、
「
慈
円
の
和
歌
観
に
つ
い
て
｜
｜
狂
言
締
語
鋭
と

の
関
わ
り
を
中
心
と
し
て
」
参
照
）
、
狂
言
締
語
論
を
天
台
宗
の
三
諦
説
で
基
礎
寺
つ
け
よ
う
と
す
る
『
古
来
風
駄
抄
』
（
前
掲
『
歌
論
集
』

二
七
五
ペ
ー
ジ
）
に
も
そ
の
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
「
深
き
旨
も
顕
は
れ
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
俊
成
が
内
在
的
深

層
の
現
れ
る
顕
現
的
相
則
論
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
相
即
論
に
つ
い
て
は
田
村
芳
朗
「
天
台
本
覚
思
想
概
説
」
（
『
天
台

本
覚
論
』
日
本
思
想
大
系
九
〔
岩
波
書
店
〕
一
九
七
三
年
、
四
七
七

S
五
四
八
ペ
ー
ジ
）
参
照
。

〈
間
山
）
前
掲
『
歌
論
集
能
楽
論
集
』
八
三
ペ
ー
ジ
。

ハ
日
）
前
掲
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
五
巻
、
三
三
九
ペ
ー
ジ
下
。

（
ロ
以
前
掲
『
校
本
拾
玉
集
』
三
八
二
ペ
ー
ジ
。

（
m）
前
掲
『
歌
論
集
能
楽
論
集
』
一
一
ニ

0
ペ
ー
ジ
。
『
毎
月
抄
』
に
は
偽
書
説
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
通
説
に
従
い
、
こ
れ
を
定
家
の
著
作

と
し
て
論
考
す
る
。

前
掲
書
、
二
二

0
ペ
ー
ジ
。

前
掲
書
、
－
一
四
ペ
ー
ジ
（
た
だ
し
書
き
下
し
は
前
掲
『
歌
論
集
』
四
九
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
た
〉
。

『
近
代
秀
歌
』
に
よ
る
と
、
こ
の
創
作
原
理
は
、
「
品
目
の
う
た
の
こ
と
ば
を
あ
ら
た
め
ず
、
よ
み
す
へ
（
ゑ
）
た
る
」
場
合
、
本
歌
取
り

の
理
論
的
基
盤
に
な
る
と
い
う
。
前
掲
『
歌
論
集
能
楽
論
集
』
一

O
二
ペ
ー
ジ
。

前
掲
書
、
八
六
ペ
ー
ジ
。

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
〉

（

M
）
 

（日）
（日山）
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前
掲
書
、
八
六
ペ
ー
ジ
。

さ
む
し
ろ
や
ま
つ
夜
の
秋
の
風
ふ
け
て
月
を
か
た
し
く
字
治
の
橋
姫
（
六
六

O
〉

恋
わ
び
ぬ
心
の
お
く
の
し
の
ぶ
山
露
も
時
雨
も
色
に
見
せ
じ
と
〈
二
六

O
〉

長
月
の
月
の
あ
り
あ
け
の
時
雨
ゆ
ゑ
〈
へ
）
あ
す
の
も
み
ぢ
の
色
も
う
ら
め
し
〈
七

O
O〉

こ
の
も
と
は
日
か
ず
許
を
に
ほ
ひ
に
て
花
も
の
こ
ら
ぬ
春
の
ふ
る
さ
と
（
八
一
五
〉

（
歌
番
号
は
久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
上
巻
（
河
出
書
房
新
社
）
昭
和
六

O
年
に
従
う
o
〉

前
掲
『
歌
論
集
能
楽
論
集
』
一
一
ニ

0
ペ
ー
ジ
。

前
掲
書
、
二
ニ
四
ペ
ー
ジ
。

前
掲
書
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
。

前
掲
書
、
一
一
一
一
一

1
一
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

前
掲
妻
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
。

前
掲
書
、
八
六
ペ
ー
ジ
。
『
無
名
抄
』
「
近
代
歌
駄
事
」
は
和
歌
の
新
し
い
傾
向
を
「
幽
玄
」
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
て
批
評
し
て
い
る

た
め
、
一
見
す
る
と
俊
成
の
歌
風
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
新
風
が
「
達
磨
宗
」
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
た
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
（
前
掲
書
、
八
二
ペ
ー
ジ
〉
な
ど
か
ら
考
え
て
も
、
む
し
ろ
定
家
を
中
心
と
す
る
一
派
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
長
明
は
六
条
家
や
六
条
源
家
と
の
区
別
を
念
頭
に
置
き
、
俊
成
か
ら
定
家
へ
と
続
く
御
子
左
家
を
一
体
の
も

の
と
み
な
し
、
そ
の
う
え
で
定
家
の
歌
風
を
俊
成
的
な
「
幽
玄
」
の
理
念
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

前
掲
書
、
八
八
ペ
ー
ジ
。

久
保
田
淳
、
山
口
明
穂
校
注
『
明
恵
上
人
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
一
五
一

1
一
五
二
ペ
ー
ジ
。
こ
の
歌
論
を
西
行
自
身
の
思
想

と
す
る
こ
と
に
は
異
論
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
通
説
に
従
い
西
行
晩
年
の
思
想
と
し
て
扱
う
。
ま
た
こ
の
歌
論
を
真
言
密
教
思
想
の
背
景

か
ら
綴
密
に
考
察
し
た
論
文
と
し
て
は
、
山
田
昭
全
『
西
行
の
和
歌
と
仏
教
』
（
明
治
書
院
）
昭
和
六
二
年
、
第
三
章
第
一
節
、
「
高
雄

歌
論
の
典
拠
」
（
二
五

0
1二
六
六
ペ
ー
ジ
）
が
あ
る
。
同
書
は
こ
の
歌
論
の
解
釈
の
み
な
ら
ず
西
行
と
真
言
密
教
と
の
関
係
を
考
察
す

る
う
え
で
も
参
考
に
な
る
。

佐
和
隆
研
編
集
代
表
『
密
教
辞
典
』

（却〉
（幻）

（

幻

）

（お）

（

斜

）

（お）
（お〉

（幻〉

（
叩
ぬ
）

（
法
蔵
館
）
昭
和
五

O
年
、
六
二
九
ペ
ー
ジ
、

「
法
爾
随
縁
（
ほ
う
に
ず
い
え
ん
）
」
の
項
。
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（

mm〉

（

m剖
）

ハ出〉

（

認

〉

（岱）

前
掲
書
、
九
0
ペ
ー
ジ
、
「
月
輪
観
ハ
が
ち
り
ん
が
ん
ど
の
項
。

風
巻
景
次
郎
、
小
島
吉
雄
校
注
『
山
家
集
金
挽
和
歌
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系

集
』
か
ら
の
引
用
と
歌
番
号
は
同
書
に
従
う
。

前
掲
書
、
二
七
五
ペ
ー
ジ
上
。

今
川
文
雄
訳
『
訓
読
明
月
記
』
第
一
一
一
巻
〈
河
出
書
房
新
社
〉
昭
和
五
三
年
、
三
五

0
ペ
ー
ジ
。

自
己
の
内
に
清
浄
な
本
質
を
認
め
る
思
想
に
懐
疑
を
突
き
つ
け
る
要
因
と
し
て
、
病
魔
の
ほ
か
に
衝
動
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
九

条
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
一
一
月
二
五
日
の
記
述
に
よ
る
と
、
定
家
は
自
分
を
あ
ざ
け
る
源
雅
行
を
殿
中
に
お

い
て
脂
燭
で
殴
り
つ
け
た
た
め
に
除
籍
さ
れ
た
と
い
う
（
高
橋
貞
一
『
訓
読
玉
葉
』
第
六
巻
〔
高
科
書
店
〕
一
九
八
九
年
、
二
二
ペ
ー
ジ

下
〉
。
自
分
で
も
抑
制
困
難
な
衝
動
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
忌
ま
わ
し
い
暴
力
事
件
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
定
家
に
と
っ
て
、
自
己
の
内
面

の
発
露
に
神
的
な
性
質
を
認
め
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
あ
り
の
ま
ま
の
感
情
は
冷
静
な
知
性
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ

る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
下
に
示
す
定
家
の
歌
の
歌
番
号
は
前
掲
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
上
巻
に
従
う
。

和
歌
に
お
け
る
共
感
覚
的
な
語
法
に
つ
い
て
は
稲
田
利
徳
「
共
感
覚
的
表
現
歌
の
発
生
と
展
開
」
（
上
）
（
下
）
、
『
岡
山
大
学
教
育
学
部

研
究
集
録
』
四
三
号
（
一
九
七
五
年
、
四
了
、

a

’
五
四
ペ
ー
ジ
〉
、
四
四
号
ハ
一
九
七
六
年
、
二
一

3
一
二
二
ペ
ー
ジ
）
に
詳
し
い
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
俊
成
の
こ
ろ
ま
で
少
な
か
っ
た
共
感
覚
的
語
法
は
、
定
家
ら
に
よ
っ
て
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

（
大
学
院
後
期
課
程
学
生
〉

二
九
（
岩
波
書
店
〉
一
九
八
七
年
。
以
下
、
『
山
家

ハ出〉
（お〉


