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寄
居
歌
談
に
お
け
る
詩
論
の
影
響
に
つ
い
て

一

近
藤
芳
樹
の

「ギ
離
認
認
］
は
ヽ
和
歌
に
関
す
る
随
筆
集
で
あ
つ
て
、
幕
末

期
に
現
れ
た
歌
学
書
の
中
で
、　
一
応
注
意
を
惹
く
も
の
と
い
ひ
得

る

で
あ

ら

う
。
今
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、

「寄
居
歌
談
」

に
見
ら
れ
る
芳
樹
の
歌
論

に
、
漢
詩
論
と
交
渉
を
持
つ
も
の
の
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
が
、
最
初
に
同
書
の
成
立
に
つ
い
て
少
し
考
へ
て
お
き
た
い
と
思
ふ
。

「寄
居
歌
談
」
に
は

「天
保
の
十
あ
ま
り
三
と
せ
と
い
ふ
と
し
の
冬
」
に
誌

し
了
つ
た
旨
の
自
序
が
あ
り
、
ま
た
巻

一
の
終
り
に
は
天
保
十
三
年

の
霜

月

に
、
巻
二
の
終
り
に
は
天
保
十
四
年
の
神
無
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
卒
へ
た
と

い
ふ
識
語
を
附
し
て
ゐ
る
。
然
し
、
巻
三
・
四
ｏ
五
の
各
巻
に
は
、
そ
れ
い
の

成
立
年
月
な
ど
を
示
す
識
語
が
な
く
、
自
序
は
巻
二
の
識
語
か
ら
考
へ
て
も
、

巻

一
を
書
き
終
つ
た
時
に
誌
し
た
も
の
と
看
倣
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
つ

て
著
者
の
識
語
の
み
か
ら
見
れ
ば
、
成
立
に
関
し
て
は
、

「
日
本
歌
学
史
」
に

議
す
る
如
く
、
「天
保
十
三
年
後
成
」
と
い
ふ
よ
り
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
日

本
文
学
大
辞
典
」
に

「
天
保
十
三
四
年
に
成
つ
た
事
は
序
や
奥
書
に
よ
つ
て
知

ら
れ
る
」
と
い
ふ
の
は
、
巻

一
及
び
巻
二
に
関
す
る
限
り
一百
ひ
得
る
こ
と
で
あ

つ
て
、
巻
三
以
下
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
吟
味
し
て
、

宇

佐

美
　
一暑

〓
一
八

別
に
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
点
に
留
意
し
て
本
文
を
見
た

場
合
、
先
づ
巻
三
の
次
の
記
事
は
当
然
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

巻
二
に
覚
性
法
親
王
の
出
観
集
を
引
て
、
定
家
家
隆
の
骨
髄
を
と
り
給
ヘ

る
、
と
か
け
る
を
宍
戸
真
激
見
て
、
こ
の
法
親
王
は
、
両
卿
よ
り
も
先
輩

か
と
お
ぼ
ゆ
る
を
、
か
く
い
は
る
ヽ
は
事
た
が
へ
る
や
う
な
り
と
い
ぶ
か

り
し
を
、
な
ほ
ざ
り
に
聞
す
ぐ
し
お
き
た
り
け
る
に
、
こ
の
頃
諸
平
が
も

と
よ
り
も
、
文
の
た
よ
り
に
そ
の
よ
し
告
お
こ
せ
た
り
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
巻
二
が
一
先
づ
成
立
し
て
読
者
を
得
た
後
に
、
巻
三
が
成

立
し
た
こ
と
が
想
像
せ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が

「寄
居
歌
談
」
は
全
五
巻
と
な
る

前
に
、
弘
化
二
乙
己
歳
の
奥
附
を
貼
つ
た
巻
三
ま
で
の
刊
木
が
出
て
を
つ
、
そ

の
巻
二
に
附
し
た
芳
樹
の
著
述
目
録
に
は
、
「寄
居
歌
談
」
の
条
に

「初
編

一

冊
既
刻
、
二
編
一
冊
嗣
出
」
と
あ
つ
て
、
内
容
紹
介
の
文
中
に

「
と
し
毎
に
一

冊
あ
て
出
来
侍
る
な
り
」
と
書
か
れ
、
奥
附
に
は

「寄
居
歌
談
　
一二
編
　
嗣

出
」
と
見
え
て
ゐ
る
。
ま
た
各
巻
の
題
家
の
巻
次
の
数
字
の
下
に
は
、
巻

一
に

「壬
寅
」、
巻
二
に

「癸
卯
Ｌ

巻
三
に

「甲
辰
」
と
千
支
が
記
さ
れ
て
ゐ
る

が
、　
壬
寅
は
天
保
十
三
年
、　
癸
卯
は
同
十
四
年
、　
甲
辰
は
そ
の
翌
弘
化
元
年

で
、
そ
れ
ら
の
千
支
が
大
々
の
巻
の
成
立
し
た
年
代
を
示
す
こ
と
は
、
巻

一
。

二
の
識
語
と
比
べ
て
も
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
観
て
巻
三
は
弘
化
元
年
に
成



立
し
、
ま
た
巻
三
ま
で
は
逐
次
刊
行
せ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
巻
三
に
巻
二

の
読
者
の
言
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
問
題
も
解
決
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
弘
化
二
年
版

は
巻
三
が
成
つ
て
既
刊
の
二
冊
を
加
へ
、
三
冊
一
揃
に
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

巻
四
・
五
は
、
そ
の
後
か
な
り
の
年
月
を
隔
て
て
成
立
し
た
こ
と
が
推
定
せ
ら

れ
る
。
巻
四
を
見
る
と
、
加
納
諸
平
の
死
を
悼
ん
で
ゐ
る
文
が
あ
つ
て
、
そ
の

中
で…

…
み
ま
か
り
し
こ
そ
、
あ
た
ら
し
く
か
な
し
き
か
ぎ
り
な
り
し
か
。

と
述
べ
て
を
り
、
成
立
は
諸
平
の
歿
し
た
安
政
四
年
六
月
よ
り
後
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
更
に
ま
た
巻
五
を
見
る
と
、
黒
沢
翁
満
の

「貌
姑
射
蔵
言
」
に

関
す
る
話
が
あ
る
。
翁
満
は
安
政
六
年
四
月
に
歿
し
た
が
、

「貌
姑
射
証
言
」

は
巻
末
の
語
の
中
に

「安
政
六
年
と
い
ふ
年
の
秋
」
と
あ
つ

・て、
翁
満
の
歿
後

何
人
か
が
手
を
加
へ
て
広
め
た
も
の
ら
し
い
。

「寄
居
歌
談
」
の
記
事
は
、
翁

満
の
死
後

「貌
姑
射
証
言
」
が
世
に
広
ま
つ
て
か
ら
暫
く
後
に
書
い
た
も
の
の

や
う
に
思
は
れ
、
早
く
て
も
安
政
ヒ
年
即
ち
万
延
元
年
に
成
つ
た
も
の
と
見
る

べ
き
で
あ
る
。
巻
五
の
成
立
は
そ
れ
に
よ
つ
て
安
政
七
年
よ
り
も
後
で
あ
る
こ

と
が
考
へ
ら
れ
る
。
な
ほ
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、
巻
二
に
、

江
戸
に
は
聞
ゆ
る
う
た
よ
み
い
と
多
か
る
よ
し
な
れ
ど
、
お
の
れ
い
ま
だ

も
の
せ
ぬ
所
な
れ
ば
、
書
お
こ
す
る
人
も
を
さ
ノ
、
な
し
。

と
あ
つ
て
、
天
保
十
四
年
頃
に
芳
樹
は
未
だ
江
戸
に
下
つ
た
こ
と
は
な
い
と
言

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
巻
四
に
は
、

お
の
れ
江
戸
な
る
麻
生
の
屋
形
に
ひ
と
と
せ
ゐ
て
、
国
に
か
へ
ら
ん
と
せ

し
時
、
…
…

と
あ
り
、
巻
五
に
は
、

今
は
む
か
し
江
戸
に
あ
り
け
る
こ
ろ
、
岡
部
春
平
が
も
と
に
、
竹
芝
の
里

に
た
づ
ね
行
け
る
に
、
…
…

と
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

「寄
居
歌
談
」
五
巻
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
元
治
元
年

（
一
八
六
四
）
甲
子
で
、
巻

一
が
成
立
し
て
か
ら
二
十
二
年
後
、
諸
平
の
歿
後

七
年
、

「蒻
姑
射
泌
言
」
の
識
語
が
書
か
れ
た
後
五
年
に
当
る
。
巻
五
は
恐
ら

く
、
元
治
元
年
に
近
い
頃
書
か
れ
た
ヽ
の
で
あ
ら
う
。

「歌
書
線
覧
」
の
解
説

は
精
確
を
訣
く
所
が
あ
り
、
巻
四
ｏ
巻
五
に
つ
い
て
、

「明
治
十
六
年
に
上
木

す
」
と
あ
る
の
は
、
明
治
十
六
年
求
版
と
あ
る
後
招
本
に
拠
つ
た
も
の
と
思
は

れ
る
。
な
ほ
巻
四
に
、
小
林
歌
城
の
所
か
ら
巻
二
に
引
い
た
千
種
有
功
の
歌
に

関
し
て
異
見
を
言
つ
て
よ
こ
し
た
と
あ
る
の
は
、
前
に
述
べ
た
や
う
に
、
巻
三

ま
で
が
先
に
刊
行
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に

「寄
居
歌
談
「
五
巻
は
、
長
い
歳
月
に
わ
た
つ
て
成
立
し
た
も
の

で
、
巻
三
ま
で
の
成
つ
た
時
と
、
巻
四
・
巻
五
の
成
つ
た
時
と
の
間
に
は
、
二

十
年
に
近
い
年
月
の
隔
り
の
あ
る
こ
と
を
、
以
上
に
よ
つ
て
も
ほ
ぼ
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
二
十
年
と
い
ふ
歳
月
は
、
人
の
一
生
の
上
か
ら
見
れ
ば
決
し
て
短

い
も
の
で
は
な
い
。
芳
樹
そ
の
人
の
魂
や
学
問
は
、
そ
の
間
に
何
ら
か
の
発
展

を
遂
げ
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
。
巻
の
三
ま
で
を
書
い
た
頃
の
芳
樹
と
、
巻
四
・
巻

五
の
筆
を
執
つ
た
頃
の
芳
樹
と
は
、
同
じ
芳
樹
で
な
か
つ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
詩
論
が

「寄
居
歌
談
」
の
中
の
歌
論
に
与
へ
た
影
響
を
探
る

際
に
も
、
ま
さ
に
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
と
な
る
で
あ
ら
う
。

二

「寄
居
歌
談
」
の
内
容
を
見
る
と
、
巻

一
は
三
十
七
条
、
巻
二
は
三
十
六

条
、
巻
三
は
二
十
七
条
、
巻
四
は
三
十
二
条
、
巻
五
は
三
十
四
条
、
合
計
百
六

十
六
条
の
随
筆
的
記
事
が
、　
一
定
の
組
織
も
な
く
並
ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
ら
は
い

づ
れ
も
広
い
意
味
で
和
歌
と
関
係
の
あ
る
論
説
、
考
証
、
随
想
、
聞
書
の
類
で

あ
つ
て
、
芳
樹
の
歌
に
対
す
る
見
解
は
そ
の
中
に
散
見
す
る
の
で
あ
る
。
芳
樹



の
歌
論
に
は
個
性
的
な
鮮
か
な
主
張
は
な
く
、
全
篇
を
統

一
す
る
一
貫
し
た
歌

学
思
想
も
求
め
難
い
の
で
あ
る
が
、

「寄
居
歌
談
」
に
も
注
意
す
べ
き
言
説
の

見
ら
れ
る
こ
と
は
、
夙
に
歌
学
史
家
の
指
摘
す
る
所
で
あ
る
。
然
し
、
今
そ
れ

ら
の
指
摘
せ
ら
れ
た
歌
論
の
み
を
吟
味
し
て
も
、
詩
論
に
拠
つ
た
も
の
の
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
、
芳
樹
の
卓
見
と
看
な
さ
れ
て
ゐ
る
所
説
に
も
、
必
ず
し
も
創

見
と
は
し
が
た
い
例
の
存
す
る
こ
と
が
明
か
と
な
る
。
次
に
先
づ
そ
の
問
題
に

関
し
て
述
べ
よ
う
と
思
ふ
。

芳
樹
が
中
国
の
詩
話
に
拠
り
、
そ
の
出
典
を
挙
げ
て
述
べ
て
ゐ
る
記
事
に
、

明
の
李
予
鱗
に
関
す
る
話
が
あ
る
。
即
ち
巻
三
に
お
い
て
、
李
干
鱗
が
田
舎
の

出
身
で
作
詩
の
際
に
入
声
の
文
字
を
平
声
に
使
つ
て
笑
は
れ
た
こ
と
を
恥
ぢ
、

舌
の
先
を
噛
み
切
つ
て
血
を
酒
に
ま
じ
へ
て
飲
ん
で
、
再
び
こ
の
誤
り
を
犯
す

こ
と
が
あ
れ
ば
尽
く
舌
を
噛
み
切
ら
う
と
盟
つ
た
結
果
、
詩
の
姿
が
よ
く
な
つ

て
、
遂
に
王
李
二
家
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
い
ふ
話
を
述
べ
、　
コ
」

の
事
謝
肇
剛
が
詩
話
に
見
ゆ
」
と
い
つ
て
ゐ
る
。
芳
樹
は
こ
れ
を
例
と
し
て
、

同
じ
唐
士
の
内
に
お
い
て
も
か
く
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て

「
こ
の
邦
の

・人
の
か
な
た
の
詩
を
ま
ね
ぶ
は
、
ま
こ
と
に
労
し
て
功
す
く
な
く
や
あ
ら
ん
」

と
い
ひ
、
日
本
人
が
漢
詩
を
作
る
こ
と
は
、
「な
ほ
い
と
か
た
き
わ
ざ
に
こ
そ
」

と
説
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
謝
肇
剛

（謝
在
抗
）
は
明
の
人
で
、

「
五
雑
姐
」

の
著
者
で
あ
る
が
、
そ
の
詩
話
と
い
ふ
の
は

「小
草
斎
詩
話
」
を
指
し
た
も
の

で
あ
る
。

「小
草
齊
詩
話
」
は
わ
が
国
で
は
稀
観
の
書
で
あ
つ
た
ら
し
く
、
天

保
二
年
に
明
刊
本
と
思
は
れ
る
林
読
耕
斎
の
旧
蔵
本
を
読
耕
斎
の
蔵
書
印
や
冨

蝕́
の
跡
ま
で
入
れ
て
墓
刻
し
た
本
が
刊
行
せ
ら
れ
た
。
芳
樹
も
そ
の
墓
刻
本
を

読
ん
だ
も
の
に
相
違
な
い
。
こ
の
詩
話
は

「荘
子
」
の
体
裁
に
倣
つ
て
、
内
篇

と
外
篇

（
上
。
下
）
と
よ
り
成
り
、
右
の
李
千
鱗
に
関
す
る
話
は
、
外
篇
上
の

李
予
鱗
の
こ
と
を
述
べ
た
中
に
、　
　
　
　
一

．
　

子
鱗
初
作
′詩
。
筒
操
二齊
音
Ъ

以
′
入
為
′平
。
江
左
諸
君
有
二霜
笑
′之

者
Ъ
時
方
飲
酒
。
即
詔
′舌
血
滴
二杯
中
Ｌ
井
呑
′之
日
。
後
再
犯
者
。

当
〓尽
割
二我
舌
Ｌ
自
′是
一
変
。
無
二復
繊
竃
観
離
・。
喧
前
輩
苦
心
如
′此

今
之
人
能
街
二彿
英
万
一
．耶
。

と
あ
る
の
に
拠
つ
て
ゐ
る
。
原
典
の
話
は
李
予
鱗
を
褒
め
て
、
そ
の
苦
心
談
を

録
し
、
以
て
後
輩
を
戒
め
た
も
の
で
あ
つ
た
。
芳
樹
は
そ
の
話
を
例
に
借
り

て
、
日
木
人
の
作
詩
の
困
難
さ
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
芳
樹
の
説
く
所
は
す
で

に
貝
原
益
軒
も

「慎
思
録
」
や

「文
訓
」
な
ど
に
説
い
て
を
り
、
ｔ
か
も
こ
の

場
合
、
芳
樹
は
益
軒
と
は
異
な
つ
て
、
和
歌
の
こ
と
に
は
少
し
も
触
れ
て
ゐ
な

い
。
結
局
、

「寄
居
歌
談
」
に
論
ず
る
所
は
新
鮮
味
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、

「小
草
斎
詩
話
」
の
話
を
例
に
挙
げ
て
ゐ
る
点
に
創
意
が
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
も
芳
樹
自
身
は
中
国
の
詩
話
に
基
づ
い
た
こ
の
僅
か
な
創

意
に
、
特
む
所
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
さ
テ
し
た
態
度
は
、

「寄
居
歌
談
」
の
記
事
か
ら
鷹
ば
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。　
　
　
．

然
し
右
の
記
事
は
、
芳
樹
が

「小
草
斎
詩
話
」
を
読
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、

事
実
と
し
て
確
認
さ
せ
る
の
で
あ
つ
て
、
芳
樹
の
和
歌
に
関
す
る
見
解
の
中
に

は
、
そ
の
詩
話
に
見
え
る
所
論
と
交
渉
を
持
つ
も
の
が
あ
る
か
否
か
と
い
ふ
問

題
を
改
め
て
新
し
く
提
起
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
そ
の
問
題
に
つ
い
て
吟
味

す
る
と
、　
同
じ
く

「寄
居
歌
談
」

の
巻
三
に
あ
る
和
歌
の
喜
怒
哀
楽
説
は
、

「小
草
斎
詩
話
」
の
一
節
を
、
そ
の
ま
ま
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か

に
な
る
の
で
あ
る
。
芳
樹
は
和
歌
に
関
し
て
次
の
や
う
に
論
じ
て
ゐ
る
。

歌
と
は
人
の
み
る
も
の
聞
も
の
に
つ
け
て
、
あ
は
れ
と
お
ぼ
ゆ
る
心
の
お

も
ひ
を
、
日
に
あ
ら
は
し
い
ふ
こ
ゑ
な
り
。
そ
の
声
に
四
つ
の
別
あ
ヶ
。

君
よ
り
つ
か
さ
位
た
ま
は
れ
る
を
り
に
よ
み
「
お
や
の
い
の
ち
長
き
を
こ

と
ぶ
き
て
よ
み
、
の
ど
か
な
る
日
、
さ
か
り
に
に
は
ふ
花
に
む
か
ひ
て
よ

iヽ I∫



め
る
な
ど
は
、
よ
ろ
こ
び
の
こ
ゑ
な
り
。
防
人
と
な
り
て
つ
く
し
の
は
て

に
年

へ
た
る
、
い
く
さ
び
と
に
さ
ゝ
れ
て
、
越
路
の
雪
に
お
き
ふ
し
し
た

る
な
ど
や
テ
の
を
り
に
よ
め
ら
ん
は
、
怒
の
こ
え
な
り
。
露
を
か
た
し
き

て
月
ば
か
り
ま
ち
出
た
る
暁
、
や
ど
り
を
も
と
め
わ
び
た
る
旅
の
空
の
ゆ

ふ
ぐ
れ
な
ど
の
は
、
か
な
し
み
の
こ
ゑ
な
り
。
友
ど
ち
、
お
も
ふ
こ
と
な

く
て
酒
く
み
か
は
し
た
る
み
な
み
お
も
て
、
家
つ
が
す
べ
き
を
の
こ
設
け

た
る

，
ぶ
屋
な
ど
に
て
よ
め
る
は
、　
楽
し
み
の
こ
ゑ
な
り
。
　
し
か
は
あ

れ
ど
喜
怒
哀
楽
と
も
に
、
あ
ま
り
そ
の
心
を
つ
く
し
過
せ
ば
、
ほ
ど
を
越

え
た
る
え
せ
歌
に
な
り
て
、
中
々
に
い
や
し
く
つ
た
な
く
聞
ゆ
る
も
の
な

り
。
た
と
へ
ば
詩
の
こ
と
を
孔
子
の
あ
げ
つ
ら
ひ
て
、関
推
楽
而
不
′浬
哀

而
不
′傷

と
の
た
ま
へ
る
も
、
か
の
詩
の
ほ
ど
に
か
な
へ
る
を
ほ
め
給

ヘ

る
も
の
な
る
べ
し
。
歌
に
於
て
も
関
唯
あ
め
れ
ば
、
古
歌
を
師
と
た
の
ま

ん
に
も
、
撰
集
の
中
を
よ
く
′
ヽ
え
ら
び
て
用
ふ
べ
き
こ
と
な
り
か
し
。

こ
の
諭
は
従
来
歌
学
史
を
説
く
学
者
た
ち
に
よ
つ
て
、
注
意
す
べ
き
歌
諭
で

あ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
決
し
て
芳
樹
の
創
見
で
は
な
い
。
実
は

「小
草
斎
詩
話
」
内
篇
に
見
え
る
、
次
の
詩
論
を
歌
論
に
翻
案
し
た
も
の
に
他

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

詩
者
人
心
之
感
二於
物

而̈
成
′
声
也
。
風
払
′
樹
則
天
籟
鳴
。
水
激
′
石
則

飛
滞
咽
ｃ
夫
以
二天
地
無
心
木
石
無
情
ヽ
　
一
遇
二感
触
Ъ

猶
有
二自
然
之

音
響
節
奏
Ｌ

雨
況
於
′
人
乎
。
故
感
二於
衆
会
眺
賞
美
景
良
辰
Ъ

則
有
ニ

喜
声
¨
感
二於
轟
旅
幽
憤
辺
塞
殺
伐
Ъ

則
有
二怒
声
ヽ

感
二於
流
離
喪
乱

悼
亡
弔
古
Ъ

則
有
・・哀
声
Ъ

感
二於
名
就
功
成
祝
頌
燕
饗
ヽ
　
則
有
二楽

士ど
。
此
四
者
正
声
也
。
英
感
′
之
也
無
心
。
英
過
′
之
不
′期
至
。
英
発
ニ

於
情
・而
出
〓諸
口
「也
。
不
′知
〓其
所
二以
然
・而
然
。
（中
略
）
然
非
Ｔ約
′

之
以
二
日律
・。
閑
フ之
以
中法
度
ヽ

英
蔽
且
二流
蕩
放
軟
・而
不
′可
′止
。

故
日
。
関
唯
楽
而
不
′浬
。
哀
而
不
′傷
。

大
詩
三
百
篇
。
聖
人
独
挙
二関

惟
〕為
′訓
。
則
其
他
之
任
′情
而
過
′
則
者
多
実
。
（
下
略
）

両
者
を
対
照
す
れ
ば
、

「寄
居
歌
談
」
の
説
が

「小
草
斎
詩
話
」
に
拠
つ
て

ゐ
る
こ
と
に
は
、
疑
間
を
挟
む
餘
地
が
な
い
と
考
へ
る
。
和
歌
に
お
け
る
自
然

説
や
人
情
説
を
推
し
進
め
て
、
こ
れ
ら
を
微
分
し
た
や
う
な
歌
論
は
、　
一
応
注

意
を
惹
く
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
詩
論
の
翻
案
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
以
上
、

芳
樹
の
功
は
む
し
ろ
翻
案
の
巧
拙
に
係
は
る
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事

実
は
ま
た

「寄
居
歌
談
」
に
見
え
る
注
意
す
べ
き
歌
論
を
、
芳
樹
の
新
見
と
見

な
す
こ
と
に
つ
い
て
、
人
々
に
反
省
を
促
す
も
の
と
も
な
る
で
あ
ら
う
。

「寄
居
歌
談
」
巻
四
に
は
、
叙
景
歌
と
抒
情
歌
と
に
つ
い
て
論
じ
、
歌
は
情

を
む
ね
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
思
想
を
述
べ
た
次
の
文
が
あ
る
。

景
は
い
ひ
や
す
く
情
は
の
べ
が
た
し
。
景
は
目
に
ふ
れ
て
前
に
あ
り
。
情

は
心
よ
り
お
こ
る
。
前
に
あ
る
も
の
は
既
に
あ
る
に
よ
り
い
ひ
や
す
ぐ
、

心
よ
り
お
こ
る
も
の
は
、
と
み
に
は
お
こ
ら
ぬ
ゆ
ゑ
に
の
べ
が
た
し
。
然

は
あ
れ
ど
、
そ
れ
は
た
う
ま
れ
つ
き
の
性
の
ち
か
き
か
た
あ
り
て
、
人
麿

定
家
の
情
に
な
が
く
、
赤
人
家
隆
の
景
に
な
が
き
た
ぐ
ひ
、
ひ
た
む
き
に

は
定
め
が
た
け
れ
ど
、
情
を
む
ね
と
す
る
が
歌
の
ほ
い
な
れ
ば
、
赤
人
よ

り
は
人
麿
、
家
隆
よ
り
は
定
家
の
か
た
、
な
ほ
一
き
ざ
み
上
に
た
た
れ
し

な
る
べ
し
。

叙
景
歌
は
詠
み
易
い
が
、
抒
情
歌
が
和
歌
の
本
然
的
な
も
の
で
あ

る
と
し

て
、
人
麿

ｏ
定
家
と
赤
人

ｏ
家
隆
と
の
優
劣
論
に
及
ん
だ
こ
の
簡
潔

な

一
条

は
、

「寄
居
歌
談
」
の
中
で
は
出
色
の
歌
論
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
、
歌
学
史

家
は
ま
た
こ
れ
を
も
注
意
す
べ
き
も
の
と
し
て
ゐ
る
。
然
し
こ
の
歌
論
も
、
清

の
衰
枚
の

「随
園
詩
話
」
巻
六
に
見
え
る
次
の
詩
論
を
、
そ
の
ま
ま
歌
論
に
翻

案
し
た
も
の
で
あ
る
。



凡
作
′詩
。
写
′景
易
。
言

情̈
難
。
何
也
。
景
従
′外
来
。
目
之
所
′触
。

留
レ心
便
得
Ｑ
情
従
′心
出
。
非
′有
三

種
芥
芳
俳
側
之
懐
Ｌ

便
不
′能
ニ

哀
感
頑
艶
・。
然
亦
各
人
性
之
所
′近
。
社
南
長
二子
言

，情
。
太
白
不
′能

也
。
永
叔
長
二予
言
ン情
。
子
謄
不
′能
也
。
王
介
南
ｏ
曾
子
固
偶
作
二小
歌

詞
Ｌ
読
者
笑
倒
。
亦
天
性
少
′情
故
也
。

芳
樹
が

「随
園
詩
話
」
の
文
に
よ
つ
て
論
を
立
て
て
ゐ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

ら
う
。

「寄
居
歌
談
」
の
文
に
は
、
原
拠
の
翻
訳
と
も
い
ふ
べ
き
言
葉
が
見
ら

れ
る
。
さ
う
し
て
原
文
の
社
南
と
永
叔

（欧
陽
修
）
と
は
人
麿
・
定
家
に
、
太

自
と
子
隋

（蘇
東
坂
）
と
は
赤
人
・
家
隆
に
改
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
原

文
で
王
介
南

（王
安
石
）
や
曾
子
固
の
小
歌
詞
の
こ
と
を
言
つ
て
ゐ
る
の
は
、

要
す
る
に
詩
は
性
情
を
詠
む
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
つ

た
。

「随
園
詩
話
」
の
著
者
衰
枚
は
、
詩
論
史
に
お
け
る
性
霊
派
を
代
表
す
る

人
で
、
詩
は
性
情
に
基
づ
く
べ
き
こ
と
を
極
力
唱
道
し
た
。

「寄
居
歌
談
」
を

通
覧
す
る
と
、
常
識
的
な
態
度
で
は
あ
る
が
、
芳
樹
も
和
歌
の
性
情
説
を
唱
ヘ

て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
右
の
一
条
の
歌
論
は
、
衰
枚
の
詩
論
を
巧
み
に
換
骨
奪

胎
し
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「随
園
詩
話
」
は
補
遺
の
十
巻
を
合
は
せ
て
、
全
二
十
六
巻
の
浩
溝
な
詩
話

で
あ
る
。
清
の
乾
隆
壬
子

（
五
十
七
年
）
春
板
に
刻
ま
れ
、
そ
れ
か
ら
十
三
年

後
の
わ
が
文
化
元
年
に
は
、
神
谷
東
漢
に
よ
り
和
刻
の
抄
本
六
冊
が
刊
行
せ
ら

れ
た
。
先
引
の
文
は
和
刻
本
に
も
入
つ
て
ゐ
る
も
の
で
、
芳
樹
は
和
刻
本
に
拠

つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
い
づ
れ
の
本
で
あ
る
に
せ
よ
、
芳
樹
が

「随
園

詩
話
」
を
見
た
も
の
と
す
れ
ば
、
更
に
一
つ
の
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

「寄
居
歌
談
」
巻
一
に
、

人
の
い
ひ
や
す
く
お
も
は
ん
事
を
ば
、
わ
れ
は
み
だ
り
に
い
は
じ
と
い
ま

し
め
、
人
の
い
ひ
が
て
に
く
る
し
む
事
を
ば
、
わ
れ
は
た
や
す
く
い
は
ん

と
心
が
く
べ
し
。
こ
れ
上
手
の
境
に
い
た
ら
ん
は
し
だ
て
な
り
。

と
い
ふ
女
が
あ
つ
て
、
作
歌
の
修
練
上
の
注
意
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
る
に

右
の
文
は
、
宋
の
姜
白
石
の

「自
石
道
人
詩
説
」
に
あ
る

人
所
′易
讐
口。
我
寡
言
′之
。
人
所
′難
讐
日。
我
易
言
ノ之
。
自
不
′俗
。

と
い
ふ
文
を
翻
訳
し
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
石
の
詩
説
は

「詩
人
玉

暦
」
巻

一
の
詩
法
に
も
掲
げ
ら
れ
、
ま
た

「随
園
詩
話
」
巻
四
に
も
、

「姜
白

石
云
」
と
し
て
引
か
れ
て
ゐ
る
。

（但
し
随
園
詩
話
で
は
文
末
の

「自
不
俗
」

が

「詩
使
不
俗
」
と
な
つ
て
ゐ
る
）。
「白
石
道
人
詩
説
」
は
数
多
い
宋
代
の
詩

話
の
中
で
、

「治
浪
詩
話
」
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
名
著
で
あ
つ
て
、
伊
藤
仁
斎

も
こ
れ
に
よ
り

「和
歌
四
種
高
妙
序
」
（古
学
先
生
文
集
巻

一
所
載
）
を
書
い

た
の
で
あ
つ
た
。
右
の
自
石
の
文
も
和
刻
本
の

「随
園
詩
話
」
に
入
つ
て
ゐ
る

が
、
芳
樹
が

「白
石
道
人
詩
説
」
に
拠
つ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

「随
園
詩
話
』

に
拠
つ
た
の
か
は
決
し
難
い
。

「寄
居
歌
談
」
の
叙
景
歌
と
抒
情
歌
と
の
諭
が

「随
園
詩
話
」
の
文
に
拠
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

巻
四
に
見
え
る
も
の
で
、
こ
の
自
石
の
詩
説
に
拠
つ
た
文
は
巻
一
の
始
め
の
方

に
見
ら
れ
、
最
初
に
述
べ
た
や
う
に
、
巻

一
と
巻
四
と
は
長
年
月
を
隔
て
て
書

か
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
巻
四
を
も
つ
て
直
ち
に
巻

一
を

推
す
こ
と
は
、
或
は
真
相
を
誤
る
恐
れ
が
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
然
し

「寄
居

歌
談
」
に
は
、
こ
れ
以
外
に

「白
石
道
人
詩
説
」
に
拠
つ
た
文
は
な
い
や
う
に

思
は
れ
る
の
で
、

「随
園
詩
話
」
に
拠
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
、　
一
応
推
測
す

る
こ
と
は
差
支
へ
が
な
い
の
で
あ
る
。

「随
園
詩
話
」
の
内
容
は
、
他
の
多
く
の
詩
話
の
著
と
同
様
に
、
詩
を
中
心

と
し
た
随
筆
様
式
で
あ
る
が
、
身
辺
雑
記
的
な
記
事
や
他
人
と
の
贈
答
の
詩
な

ど
が
影
し
く
見
ら
れ
、
当
時
の
詩
壇
の
姿
が
知
ら
れ
る
所
に
新
鮮
味
を
も
つ
て

ゐ
る
。
塘
七
山
は
和
刻
本

「団
北
詩
話
」
の
題
辞
の
中
で
、
中
国
に
お
け
る
詩



話
の
様
式
の
変
遷
を
略
述
し
た
後
に
、

「要
／之
。
随
筆
詩
話
。
惟
宋
人
為
′富

元
明
諸
儒
。
有
二著
録
ユ
有
。
亦
唯
沿
襲
。
無
下別
呈
二面
目
・者
ｔ焉
。
近
時
蓑
子

才
著
二随
園
詩
話
Ｌ
巻
峡
洪
繁
ｏ
而
所
′載
同
時
来
往
酬
酢
者
居
′多
。
是
乃
詩

話
之
体
小
変
英
」
と
言
つ
て
、

「随
園
詩
話
」
の
特
異
性
を
指
摘
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。

「寄
居
歌
談
」
の
内
容
は
、
様
式
の
上
で
も

「随
園
詩
話
」
と
通
ず

る
所
が
見
ら
れ
る
。
「
日
本
歌
学
史
」
に
「寄
居
歌
談
」を
解
説
し
た
中
に
、
「当

時
の
歌
壇
の
好
史
料
」
と
す
べ
き
も
の
と
あ
る
の
は
、
芳
樹
と
同
時
代
の
歌
人

や
そ
れ
ら
の
人
の
歌
に
関
す
る
記
事
が
多
い
か
ら
で
あ
つ
て
、
そ
の
傾
向
は
特

に

「随
園
詩
話
」
と
類
似
の
趣
が
著
し
い
の
で
あ
る
。
和
刻
本
の

「随
園
詩

話
」
は
文
化
十
三
年
に
再
招
本
が
出
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、
清
詩
流
行
時
代
に

入
っ
て
、
ひ
と
し
ほ
世
に
迎
へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
菊
池
五
山

の

「
五
山
堂
詩
話
」
大
窪
詩
仏
の

「詩
聖
堂
詩
話
」
小
畑
行
簡
の

「詩
山
堂
詩

話
」
な
ど
は
、
い
づ
れ
も

「随
園
詩
話
」
の
体
裁
に
倣
つ
て
、
幕
末
期
に
現
れ

た
邦
人
の
詩
話
で
あ
る
。

「寄
居
歌
談
」
は
恐
ら
く

「随
園
詩
話
」
或
は

「
五

山

・
堂
尉
話
」
等
の
体
裁
に
暗
示
を
得
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
な
ほ
ま
た

上
記
の
例
の
や
う
に
翻
訳
的
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、

「寄

居
歌
談
」
の
記
事
の
中
に
は
、

「随
園
詩
話
」
に
拠
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

へ
さ
せ
る
も
の
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
慎
重
を
期
し
て
、
今
こ
こ
に
挙
げ
る
こ

と
は
省
略
し
た
い
。

〓

「寄
居
歌
談
」
の
歌
論
に
は
右
の
や
う
に
詩
論
を
翻
案
し
た
も
の
が
あ
る
一

方
、
和
歌
を
論
す
る
の
に
漢
詩
や
詩
評
を
引
用
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
も
と

よ
り
漢
詩
文
が
引
か
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
自
体
は
、
敢
へ
て
異
と
す
る
に
足

り
な
い
現
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
芳
樹
の
和
歌
に
対
す
る
見
解
に
関
係
を
も

つ
点
に
問
題
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
巻
四
に
は
、

陶
淵
明
が
鎮
軍
参
軍
と
い
ふ
官
た
り
し
と
き
、
望
′雲
惑
二高
鳥
ヽ
臨
′水

愧
二遊
魚
・と
つ
く
れ
る
句
を
、
鶴
林
ろ
う
じ
て
、
士
豊
能
長
守
二山
林
Ъ

長
親
こ簑
笠
ヽ
但
居
二市
朝
軒
見
Ｌ
時
要
′使
二山
林
簑
笠
之
念
不
Ｌ
心為
′

勝
耳
。
淵
明
此
句
似
二此
胸
襟
Ｌ
豊
為
二外
栄
・所
二点
染
・哉
。
山
谷
日
。

侃
′
玉
而
心
若
一稿
木
・。
立
′朝
意
在
二東
山
一即
此
意
。
と
い
へ
る
。
こ
の

評
い
と
を
か
し
。

と
い
つ
て
、
定
家
の

「も
ヽ
し
き
の
と
の
べ
を
出
る
容
々
に
ま
た
で
ぞ
む
か
ふ

山
の
は
の
月
」
を
淵
明
の
詩
と
比
較
し
て
論
じ
て
ゐ
る
。
淵
明
の
詩
も
定
家
の

歌
も
共
に
山
林
簑
笠
の
思
ひ
が
あ
る
も
の
で
、
淵
明
は
洗
季
の
逸
民
で
あ
り
、

定
家
は
聖
代
の
世
臣
で
あ
つ
た
が
故
に
、
詠
じ
方
に
相
違
が
あ
る
と
説
き
、
最

後
に

「詩
と
歌
と
お
も
ぶ
き
の
同
じ
き
も
の
も
ま
ヽ
あ
れ
ど
も
、
お
の
づ
か
ら

英
の
か
は
り
め
は
、
さ
す
が
に
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
よ
く
か
ん
が
へ
て
さ
た
す

べ
き
事
な
り
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。

「鶴
林
ろ
う
じ
て
」
の
次
の
漢
文
は
、
来
の

羅
大
経
の

「鶴
林
玉
露
」
人
集
巻
五
に
あ
る

「
不
忘
山
林
」
と
題
す
る
文
を
抄

出
し
て
継
ぎ
合
は
せ
た
も
の
で
、
原
文
は

「所
点
染
哉
」
の
次
に
、
王
荊
公
が

相
を
拝
す
る
の
日
壁
間
に
題
し
た
詩
の
こ
と
を
言
つ
て
、
そ
の
後
に
山
谷
の
評

語
を
記
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
芳
樹
は

「鶴
林
玉
露
」
の
詩
論
を
主
に
し
て
、

定
家
の
歌
を
比
較
論
癖
し
た
の
で
あ
つ
て
、
結

・
末
の
詩
歌
の
比
較
に
関
す
る
語

は
、
彼
自
身
が
反
省
し
て
自
ら
戒
め
る
べ
き
注
意
を
述
べ
て
ゐ
る
か
の
如
く
に

も
思
は
れ
る
。

ま
た
巻
五
に
は
、
か
つ
て
江
戸
に
ゐ
た
頃
、
岡
部
春
平
が
詠
ん
だ

「う
ち
し

め
り
霧
ほ
の
く
ら
き
あ
け
ぼ
の
に
花
の
か
ま
よ
ふ
庭
の
秋
は
ぎ
」
と
い
ふ
歌
を

示
さ
れ
、
萩
に
香
が
あ
る
こ
と
を
承
認
し
な
か
つ
た
が
、　
デ
古
今
集
」
に

「春

雨
に
に
は
へ
る
色
も
あ
か
な
く
に
香
さ
へ
な
つ
か
し
山
吹
の
花
」
と
あ
る
の
を

,t
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見
る
と
、

「
か
や
う
に
と
り
な
す
も
歌
の
ふ
ぜ
い
」
で
あ
る
か
ら
、
萩
の
香
を

詠
ん
だ
の
も

「
何
の
と
が
む
べ
き
こ
と
」
が
ぁ
ら
う
か
と
述
べ
て
、
更
に

今
詩
別
裁
に
、
柴
畑
柄
詩
、
春
陰
桑
葉
自
、
出
暖
柳
花
香
。
桑
葉
非
白
、

柳
花
無
′
香
。

然
古
語
云
、
香
花
盛
桑
葉
自
。
大
白
云
、
風
吹
二柳
花
・満

店
香
。
詩
人
引
用
、
皆
右
′
所
′本
。
と
い
へ
る
を
見
れ
ば
、
か
ら
う
た
の

れ
い
は
た
か
ヽ
る
を
や
。

と
論
じ
て
ゐ
る
。

（柴
燿
輌
は
、
柴
紹
爛
、　
出
暖
は
日
暖
の
誤
で
あ
ら
う
）。

「今
詩
別
裁
」
と
い
ふ
の
は
、
清
の
沈
徳
潜
纂
評
つ

「欽
定
国
朝
詩
別
裁
集
」

を
指
し
た
も
の
で
、
右
の
詩
と
評
と
は
同
書
巻
八
に
収
め
ら
れ
た
柴
紹
嫡
の
五

〓
一律
詩

「酬
毘
陵
劉
慶
雲
湖
上
見
贈
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

「春
陰
桑
葉

白
、
日
暖
柳
花
香
」
は
そ
の
詩
の
頸
聯
の
句
で
あ
り
、
「桑
葉
非
白
」
以
下
の
文

は
、
編
纂
者
の
加
へ
た
評
で
あ
る
。
芳
樹
は
和
歌
の
趣
向
に
関
す
る
意
見
を
述

べ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
「古
今
集
」
の
歌
の
外
に
漢
詩
や
詩
評
を
引
合

に
出
し
て
、
彼
の
結
論
を
重
か
ら
し
め
よ
う
し
て
ゐ
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。

同
じ
く
巻
五
に
、
黒
沢
翁
満
の
著
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
、

「貌
姑
射
証
言
」

を
歌
書
と
誤
つ
た
人
の
話
を
記
し
て
ゐ
る
。

「貌
姑
射
証
言
」
は
好
事
家
の
間

で
、

「あ
な
を
か
し
」
・
「逸
著
聞
集
」
と
共
に
三
大
奇
書
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
、
芳
樹
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
い
と
み
だ
り
が
は
じ
う
、
さ
と
び
た
る
男

を
ん
な
の
み
そ
か
ご
と
を
、
物
が
た
り
ぶ
み
め
か
し
て
か
け
る
」
書
物
で
あ

る
。
芳
樹
は
そ
の
や
う
な
書
を
作
つ
て
後
人
を
惑
は
し
た
翁
満
を
責
め
、

「源

氏
物
語
」
に
つ
い
て
さ
へ
作
者
紫
式
部
の
魂
の
浮
ば
な
い
こ
と
を
言
つ
た
場
合

が
あ
る
と
述
べ
て
、

ま
た
白
楽
天
が
、
さ
し
も
唐
の
世
の
す
ぐ
れ
人
な
り
し
す
ら
、
長
恨
再
、

琵
琶
行
な
ど
の
、　
え
ん
な
る
ふ
み
つ
く
れ
る
に
よ
り
て
、　
釜
言
蝶
語
入
ニ

人
肌
骨
・。繊
艶
不
遅
。
非
二壮
士
雅
人
所
レ為
と
そ
し
ら
れ
た
れ
ば
、　
ま
し

て
黒
沢
ば
か
り
の
人
を
や
。

と
非
難
を
加
へ
て
ゐ
る
。
右
の
自
楽
天
に
対
す
る
評
は
社
牧
の
謂
つ
た
も

の

で
、
「新
唐
書
」
巻
百
十
九
の
自
居
易
伝
の
中
に
も
見
え
、
ま
た

「詩
人
玉
暦
」

巻
十
六
に
も
引
か
れ
て
ゐ
る
ふ
の
で
あ
る
。
但
し

「新
唐
書
」
に
よ
つ
て
記
す

レ」、
繊
艶
不
遅
。
非
二荘
士
雅
人
所

，為
。
流
二信
人
間
・子
父
女
母
交
口
教
授
。
．

釜
言
蝶
語
入
二人
肌
骨

不̈
ノ可
′去
。

と
あ
つ
て
、
芳
樹
は
何
に
拠
つ
て
述
べ
た
の
か
明
か
で
な
い
に
し
て
も
、
右
の

詩
評
の
語
を
用
ひ
で
ゐ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
こ
の
例
に
お
い
て
芳
樹

は
和
歌
を
論
じ
て
ゐ
る
の
で
は
な
ぐ
、
歌
人
を
戒
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
や

は
り
前
例
と
同
様
に
、
中
国
の
書
に
見
え
る
詩
評
を
引
用
し
て
、
彼
の
所
論
に

重
き
を
加
へ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

右
の

「貌
姑
射
秘
言
」
に
つ
い
て
の
論
に
は
、
当
時
の
教
養
階
級
の
人
ら
し

い
道
徳
感
情
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
芳
樹
の
歌
論
に
は
、
文
学
の
用
を
軽

視
し
な
い
儒
学
者
風
の
匂
ひ
の
感
じ
ら
れ
る
場
合
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
漢
詩
や

詩
評
と
結
び
つ
い
て
現
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
同
じ
く
巻
五
に
は
、
松

平
定
信
の
歌
を
数
首
掲
げ
て
、
こ
れ
ら
は
皆
い
た
づ
ら
に
花
鳥
に
戯
れ
、
風
月

に
耽
つ
た
歌
で
は
な
い
と
述
べ
た
上
、

説
詩
膵
語
に
、
王
子
撃
好
二晨
風

雨̈
慈
父
感
悟
。
菱
安
祖
講
二鹿
鳴
『雨
兄

弟
同
食
。
周
盤
誦
〓汝
墳
・而
為
／親
従
証
。此
三
詩
別
有
２
日
也
。而
触
発
乃

在
二君
臣
父
子
兄
弟
Ъ
唯
英
可
二以
興

也̈
。
読
二前
人
詩
・而
但
求
二訓
詰
・

猟
二得
詞
章
Ъ
記
間
之
富
而
己
。
雖
′多
尖
為
。
と
い

へ
る
如
く
、
ま
こ

と
に
少
将
の
よ
み
給
へ
る
は
、
た
ゞ
詞
章
を
猟
得
た
ま
へ
る
の
み
な
ら

ぬ
、
い
た
り
ふ
か
き
こ
と
の
は
な
る
を
あ
ぢ
は
ひ
知
る
べ
し
、
か
の
古
〈

集
の
袖
ひ
ぢ
て
結
び
し
水
の
云
々
を
ず
し
て
、
と
も
た
ち
の
た
が
へ
る
中



を
な
ほ
し
た
る
た
ぐ
ひ
、
ふ
る
く
も
あ
れ
ば
、
う
た
よ
ま
ん
人
、
つ
ね
に

こ
の
心
お
き
て
を
わ
す
る
べ
か
ら
ず
。

と
論
じ
て
ゐ
る
。

「袖
ひ
ぢ
て
」
の
歌
で
友
達
の
仲
違
ひ
を
直
し
た
と
い
ふ
の

は
、
室
鳩
巣
の

「駿
璽
雑
話
」
巻

一
に
も
見
え
る
、
織
田
備
後
守
の
家
老
平
手

中
務
に
関
す
る
話
を
指
す
の
で
あ
ら
う
が
、
こ
こ
に
於
い
て
、
芳
樹
は
和
歌
の

功
利
性
を
認
め
て
ゐ
る
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
い
な
い
。

「説
詩
眸
語
」
は
こ
れ

ま
た
沈
徳
潜
の
詩
話
で
、
右
の
引
用
文
は
そ
の
巻
上
に
見
え
る
。
同
書
の
冒
頭

に
お
い
て
も
、

「詩
之
為
′道
。
可
Ｔ以
理
こ性
情
Ъ
善
二倫
物
ヽ
感
二鬼
神
Ъ

設
二教
邦
国
Ｌ
応
申対
諸
侯
ち

用
如
′此
其
重
也
。
云
々
」
と
、
詩
教
の
重
ん
ず

べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
ゐ
て
、
沈
徳
潜
の
詩
論
に
、
道
徳
を
以
て
詩
を
律
し
よ

う
と
す
る
道
学
臭
の
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
せ
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。

（青
木
博
士
著

「清
代
文
学
評
論
史
」
第
六
章
参
照
）。
芳
樹
の
引
用
し
た
沈
徳

潜
の
文
に
は
明
か
に
道
学
的
思
想
が
見
ら
れ
、
芳
樹
は
そ
れ
に
共
鳴
し
た
態
度

で
、
そ
の
詩
論
に
基
づ
い
て
和
歌
を
眺
め
て
ゐ
る
の
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ら

右
の
例
は
巻
五
の
終
り
に
近
い
所
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
文
学
に
功
利

性
を
認
め
る
思
想
は
、
芳
樹
が
早
く
か
ら
抱
い
て
ゐ
た
所
で
あ
つ
た
や
う
に
思

は
れ
る
。
巻
二
に
は
広
瀬
淡
窓
の

「読
徒
然
草
詩
」
を
歎
賞
し
た
記
事
が
あ

る
。
芳
樹
の
挙
げ
て
ゐ
る
淡
窓
の
詩
と
い
ふ
の
は
、

「遠
思
楼
詩
鋤
」
初
篇
の

開
巻
第

一
に
あ
る
「読
徒
然
草
六
首
」
の
中
の
第

一
首
日
で
、
「花
は
さ
か
り
に

月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
」
と
い
ふ
文
の
思
想
を
詠
ん
だ
五
言
排

律
で
あ
る
。
そ
の
詩
の
終
り
に

「吾
告
二学
′詩
者
Ｌ

斯
語
即
妙
詮
。
開
元
豊

不
′美
。
中
晩
勿
二相
捐
こ

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
勝
間
田
盛
稔
が
、

兼
好
が
こ
と
ば
を
妙
詮
な
り
と
し
て
詩
を
ま
な
ぶ
と
も
が
ら
に
を
し
へ
、

唐
の
開
元
天
平
の
代
の
体
を
月
の
団
円
な
る
に
な
ぞ
ら
へ
て
、
も
と
よ
り

美
し
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
中
唐
晩
唐
の
体
の
幽
光
を
も
捐
る
こ
と
な
か
れ

と
し
た
る
、
心
に
く
き
心
し
ら
ひ
に
こ
そ
。
つ
れ
′
ヽ
草
の
こ
の
件
は
わ

が
国
ぶ
り
の
髄
脳
な
る
を
、
か
へ
り
て
こ
こ
の
歌
よ
み
は
心

つ
か
ず
し

て
、
か
し
こ
の
も
の
し
り
に
妙
詮
と
さ
へ
い
は
れ
た
る
、
ね
た
き
わ
ざ
な

ら
ず
や
。

と
語
つ
た
と
述
べ
、
芳
樹
は

「ま
こ
と
に
さ
る
こ
と
な
り
」
と
賛
成
し
て
、
巻

二
の
次
の
段
で

「明
月
記
」
嘉
祓
二
年
四
月
七
日
の
条
に
見
え
る

「郭
公
初

声
。
但
及
二十
餘
声
・頗
無
念
」
と
あ
る
記
事
を
引
き
、

「あ
か
ぬ
か
た
な
く
と

ヽ
の
ほ
り
お
ほ
か
ら
ん
よ
り
も
、
事
す
く
な
に
て
に
き
び
た
ら
ぬ
が
あ
は
れ
と

思
は
る
ヽ
も
の
に
て
、
そ
の
あ
は
れ
よ
り
歌
は
い
で
く
る
わ
ざ
に
し
あ
れ
ば
」

こ
の
定
家
卿
の
詞
と
共
に
、
兼
好
の
詞
は

「ま
こ
と
に
歌
よ
み
の
為
に
は
た
ぐ

ひ
な
き
髄
脳
な
り
け
り
」
と
言
つ
て
ゐ
る
。
優
れ
た
詩
人
で
あ
り
教
育
者
で
あ

っ
た
淡
窓
が
、
兼
好
の
詞
か
ら
詩
の
髄
脳
を
発
見
し
た
こ
と
は
、
寧
ろ
当
然
で

あ
ら
う
が
、
芳
樹
も
ま
た
淡
窓
の
方
法
に
共
鳴
し
た
の
で
あ
つ
た
。
然
し
淡
窓

が

「開
元
豊
不
／美
。
中
晩
勿
二相
捐
こ

と
い
つ
て
、　
一
種
の
具
体
的
な
詩
論

を
提
出
し
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
芳
樹
は
歌
の
一
原
理
の
想
定
に
止
つ
て
ゐ
る
。

そ
こ
に
は
や
は
り
漢
学
者
と
国
学
者
と
の
相
違
も
感
じ
ら
れ
、
ま
た
芳
樹
に
確

固
た
る
歌
論
的
立
場
の
な
か
つ
た
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
例
に
よ
つ
て
も
知
ら
れ
る
や
う
に
、
芳
樹
は
歌
の
評
論

に
あ
た

つ

て
、
匡
ば
漢
詩
や
詩
論
の
類
を
剪
用
し
、
時
に
は
儒
者
風
な
態
度
も
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
巻
二
に
は
近
来
の
儒
者
が
和
歌
に
暗
い
こ
と
を
言
つ
た
記
事
が

あ
る
。
そ
の
中
で
芳
樹
は
太
宰
春
台
が
和
歌
を
詠
ん
で
も
繕
紳
家
に
は
及
ぶ
ま

い
と
考
へ
て
、
自
ら
の
歌
稿
を
焼
い
た
と
い
ふ
こ
と
を
述
べ
、
こ
れ
を

「
い
ふ

が
ひ
な
き
こ
と
」
と
非
難
し
て
、
和
歌
は
貴
鹿
上
下
ひ
と
し
く
詠
む
べ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
春
台
が

「
独
語
」
に
お
い
て
少
年
時
代



の
こ
と
を
回
想
し
、

「和
歌
を
学
び
て
縦
ひ
上
手
に
成
り
た
り
と
も
、
公
家
の

人
々
を
超
ゆ
る
事
な
る
ま
じ
け
れ
ば
、
い
つ
も
公
家
の
下
に
か
ゞ
み
な
ん
事
口

惜
し
」
と
考
へ
て
、
歌
の
反
古
を
焼
い
て
詩
に
志
し
た
こ
と
を
述
懐
し
て
ゐ
る

の
を
指
す
の
で
あ
る
。
然
し
、
春
台
は
後
に
歌
の
道
を
悟
つ
た
こ
と
を
語
り
、

「今
、
公
家
の
人
々
、
和
歌
の
道
を
古
に
か
へ
す
べ
き
事
を
思
は
ず
し
て
、
五

百
年
来
定
家
卿
の
教
を
守
り
て
、
道
の
衰
へ
ゆ
く
事
を
知
ら
ず
、
至
り
て
歎
か

は
し
き
事
な
り
」
と
も
言
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
春
台
が
到
達
し
た
思
想

に
顔
を
背
け
て
、
少
年
時
代
の
こ
と
を
述
懐
し
た
言
葉
の
み
を
捕
へ
、
こ
れ
を

責
め
て
教
訓
が
ま
し
い
語
を
連
ね
る
芳
樹
の
態
度
は
、
故
人
に
日
の
な
い
こ
と

を
幸
と
し
た
独
善
的
な
議
論
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
芳
樹
は

「あ
る
お
ぞ
人

ふ
る
き
絵
巻
も
の
に
、
渡
じ
守
の
烏
帽
子
を
著
た
る
を
み
て
、
む
か
し
は
公
家

衆
も
か
ゝ
る
わ
ざ
し
給
ひ
け
り
と
い
へ
る
、
太
宰
の
論
こ
れ
に
ち
か
し
」
と
結

論
を
下
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、　
家
蔵
の
坂
井
久
良
伎
旧
蔵
本
の

「寄
居
歌

談
」
で
は
、
ン」
の
所
に
久
良
餃
が
朱
で
書
き
入
れ
て
、
「乃
公
ノ
ョ
ト
ニ
ハ
ア
ラ

ジ
カ
」
と
冷
笑
し
て
ゐ
る
。

四

「寄
居
歌
談
」
に
見
ら
れ
る
注
意
す
べ
き
歌
論
と
し
て
、

「
日
本
歌
学
史
」

や

「大
日
本
歌
学
史
」
な
ど
に
挙
げ
ら
れ
た
僅
か
な
例
の
中
に
も
、
叙
景
抒
情

の
論
や
喜
怒
哀
楽
四
声
の
論
が
引
か
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
ら
は
前
述
の
通
り
、

い
づ
れ
も
詩
話
を
翻
案
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
た
と
ひ
そ
の
数
は
少
い
に
せ

よ
、
芳
樹
の
歌
論
と
し
て
目
に
立
つ
も
の
が
、
詩
論
の
影
響
を
受
け
て
成
つ
て

ゐ
る
事
実
は
、
今
改
め
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も

「寄

居
歌
談
」
に
お
い
て
は
和
歌
の
諭
評
に
や
や
も
す
れ
ば
漢
詩
や
詩
論
の
類
が
引

用
せ
ら
れ
て
ゐ
て
、
こ
の
書
は
近
世
の
歌
学
書
の
中
で
も
、
詩
論
と
の
交
渉
が

深
い
も
の
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
た
ゞ
諸
種
の
漢
籍
か
ら
詩
評
を

引
い
て
ゐ
る
の
は
、
そ
の
内
容
が
随
筆
的
な
雑
纂
で
あ
る
こ
と
に
由
る
と
と
も

に
、
芳
樹
自
身
が
和
歌
に
つ
い
て
一
貫
し
た
明
確
な
主
張
を
も
つ
て
ゐ
な
か
つ

た
こ
と
や
、
最
初
に．
述
べ
た
如
く
、

「寄
居
歌
談
」
全
五
巻
が
、
比
較
的
長
年

月
に
わ
た
つ
て
成
立
し
た
こ
と
に
も
基
づ
く
も
の
と
思
は
れ
る
。
然
し
芳
樹
の

拠
つ
て
ゐ
る
詩
論
や
詩
評
に
は
、
さ
す
が
に
時
代
的
な
色
彩
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

江
戸
時
代
の
漢
詩
の
歴
史
は
四
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
期
は

慶
長
か
ら
貞
事
ま
で
の
草
創
時
代
、
勇
二
期
は
元
藤
か
ら
天
明
に
至
る
唐
詩
時

代
、第
三
期
は
寛
政
か
ら
文
政
ま
で
の
宋
詩
時
代
、第
四
期
は
天
保
以
後
慶
応
に

至
る
ま
で
の
清
詩
時
代
で
あ
る
。
詩
論
の
展
開
は
こ
れ
に
垂
・じ
て
大
凡
察
す
べ

き
で
あ
る
。
彼
の
地
の
詩
話
で
江
戸
時
代
に
翻
刻
せ
ら
れ
た
も
の
は
少
ぐ
な
い

が
、そ
の
重
な
も
の
に
つ
い
て
、見
て
も
、右
の
第

一
期
に
は
、宋
の
魏
慶
之
の
「詩

人
玉
層
」
（寛
永
一
六
）、
明
の
梁
橋
の

「氷
川
詩
式
」
（万
治
三
）、
宋
の
薬

正
孫
の

「詩
林
広
記
」
（寛
文
八
）、
明
の
胡
応
鱗
の

「詩
藪
」
（貞
享
三
）な
ど

が
あ
り
、
草
創
期
に
ふ
さ
は
し
い
内
容
を
持
つ
も
の
が
刊
行
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

第
二
期
に
な
る
と
、
宋
の
厳
羽
の

「治
浪
詩
話
」、
明
の
徐
積
卿
の

「談
芸
録
」

王
敬
美
の

「芸
圃
額
餘
」
を
合
刻
し
た

「三
家
詩
話
」
（享
保
一
一
）を
始
め
、

明
の
王
世
貞
の

「芸
苑
后
言
」

（延
享
二
）、　
明
の
謝
榛
の

「四
浜
詩
話
」

（天
明
三
）
な
ど
、
唐
一詩
鼓
吹
の
格
調
派
の
詩
論
が
和
刻
せ
ら
れ
た
。
第
三
期

に
は
先
づ

「全
唐
詩
話
」
全
早
和
元
）
が
現
は
れ
、　
次
い
で
宋
の
楊
万
里
の

「誠
斎
詩
話
」
全
早
和
三
）、　
呉
可
の

「蔵
海
詩
話
」
（同
）
が
官
版
と
し
て

刊
行
せ
ら
れ
、
清
の
衰
枚
の

「随
園
詩
話
」
（文
化
元
）、
宋
の
欧
陽
脩
の

「
六

一
詩
話
」、　
司
馬
光
の

「続
詩
話
」、
劉
貢
父
の

「中
山
詩
話
」
を
合
刻
し
た

「朱
三
家
詩
話
」
（文
化
一
三
）、
清
の
徐
雨
庵
の

「徐
而
庵
詩
話
」
（文
化
一

一
，

一



四
）、
明
の
李
浙
の

「秋
星
閣
詩
話
」
（
文
政

一
〇
）、　
清
の
趙
翼
の

「
廟
北
詩

話
」
（
文
政

一
一
）
な
ど
、
宋
代
と
清
代
と
の
詩
話
が
多
く
出
た
。
第
四
期
に

は
、
明
の
謝
在
抗
の

「小
草
斎
詩
話
」
（天
保
二
）
が
複
刻
せ
ら
れ
、
宋
の
陸

海
の

「放
翁
詩
話
」
（天
保
四
）、
清
の
王
漁
洋
の

「漁
洋
詩
話
」
（
同
）、
元
の

池
綽
の

「木
天
禁
語
」
（天
保

一
一
）
な
ど
が
翻
刻
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

こ
れ
ら
の
現
象
は
、
大
体
に
お
い
て
各
時
期
の
詩
や
詩
論
の
傾
向
を
暗
示
す
る

も
の
で
あ
る
。

芳
樹
は
享
和
元
年
五
月
に
生
ま
れ
、
長
寿
を
保
つ
て
、
明
治
十
三
年
に
歿
し

た
人
で
あ
る
か
ら
、
右
の
第
三
期
及
び
第
四
期
時
代
に
生
存
し
た
と
い
ふ
こ
と

が
で
き
る
。

「寄
居
歌
談
」

に
は
第
二
期
の

「随
園
詩
話
」

や
、
第
四
期
の

「
小
草
斎
詩
話
」
か
ら
の
翻
案
が
見
ら
れ
、
ま
た
清
の
沈
徳
潜
の

「国
朝
詩
別

載
集
」
や
「
説
詩
眸
語
」
な
ど
の
詩
評
が
引
か
れ
て
ゐ
る
。

「寄
居
歌
談
」
に

お
け
る
詩
論
の
影
響
は
、
第
四
期
時
代
的
の
も
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

「寄
居
歌
談
」
と
同
じ
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
に
、
大
隈
言
道
の
歌
諭

が
あ
る
。
わ
た
く
し
は
曾
て
言
道
の
歌
論
に
は
、
広
瀬
淡
窓
の
詩
論
の
影
響
の

あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
（護
）。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
今
で
も
正
し
い
と
考
ヘ

て
ゐ
る
が
、
　
一
方
に
お
い
て
言
道
の
歌
論
に
は
、　
芳
樹
の
歌
論
と
同
じ
や
う

に
、
中
国
の
詩
論
と
の
交
渉
に
関
し
て
、
漢
詩
第
四
期
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
得
る
所
が
あ
る
と
思
は
れ
る
。
そ
の
問
題
を
も
こ
こ
に
論
ず
る
予

定
で
あ
つ
た
が
、
餘
り
に
長
く
な
る
の
で
、
他
日
稿
を
改
め
て
述
べ
よ
う
と
思

つ
て
ゐ
る
。

証
　
拙
稿

「大
限
言
道
の
歌
論
に
つ
い
て
」
含
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
二

六
年

一
一
月
号
）。　
な
ほ
拙
著

「
和
歌
史
に
関
す
る
研
究
」
に
補
訂
し

て
収
録
。

―

大
阪
大
学
教
授

―
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