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在
満
の
歌
論
に
於
け
る
堀
川
学
の
影
響

Ｉ
　
在
満
と
堀
川
学
　
・

一

荷
田
在
満
の

「国
歌
八
論
」
や

「国
歌
八
論
再
論
」
は
流
麗
勁
健
な
和
漢
混

清
文
で
書
か
れ
て
ゐ
る
が
、
在
満
は
和
文
を
書
く
こ
と
に
も
漢
文
を
書
く
こ
と

に
も
習
熱
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
彼
の
著
作
を
見
る
と
、
「自
猿
物
語
」
（元

文
四
年
）
や

「落
合
物
語
」

（寛
保
二
年
）
な
ど
は
雅
文
と
い
は
れ
る
擬
古
の

和
文
で
書
か
れ
、

「彗
星
私
弁
」

（寛
保
四
年
）
の
如
き
は
木
格
的
な
漢
文
で

書
き
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
序
文
の
類
を
見
て
も
、
石
塚
倉
子
の

「室
の
八
島
」
に

は
雅
文
の
序

（寛
延
元
年
）
を
贈
つ
て
を
り
、

「大
嘗
会
便
蒙
」
に
は
漢
文
ク

自
叙

（元
文
四
年
）
を
附
す
る
と
い
ふ
風
に
、
書
物
の
内
容
や
性
質
に
従
つ
て

和
漢
の
文
を
自
由
に
書
き
分
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
在
満
の
養
父
春
満
は
有
名

な

「唐
鳥
の
あ
と
を
見
る
の
み
人
の
道
か
は
」
と
い
ふ
歌
を
遺
し
て
ゐ
る
も
の

の
、

「皇
御
国
の
ふ
み
見
ん
人
は
、
ま
づ
か
ら
ふ
み
を
読
み
て
事
を
わ
き
ま
へ

云
々
」
と
常
に
語
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
荷
田
信
美
の
誌
し
た

「春
葉
集
」
の

序
文
に
見
ら
れ
る
。
時
代
的
な
文
運
の
傾
向
と
の
関
係
と
い
ふ
他
に
、
専
門
と

し
た
学
問
の
性
質
に
も
因
る
所
が
あ
つ
て
、
在
満
と
漢
文
と
の
交
渉
は
後
の
国

宇

佐

美
　
一暑

〓
一
人

学
者
に
於
け
る
よ
り
も
密
接
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
有
職
故
実
に
関
す
る
宗

武
の
問
ひ
と
在
満
の
答
へ
と
を
録
し
た

「問
対
録
」
と
い
ふ
文
献
に
は
、
部
分

的
に
漢
文
で
記
さ
れ
た
個
所
が
あ
る
が
、
そ
れ
な
ど
は
内
容
と
の
関
係
か
ら
と

も
か
く
と
し

´
て
、
百
人
一
首
の
議
釈
書
で
あ
る
「百
人
一
首
解
」
に
於
い
て
も
、

総
説
に
あ
た
る
文
は
漢
文
で
書
か
れ
、
歌
の
議
釈
も
最
初
は
漢
文
で
書
か

，
と

し
た
や
う
な
態
度
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
巻
初
の
天
智
天
皇
の
御
製

（秋

の
日
の
）
の
議
は
、

後
撰
集
秋
中
、
題
不
′知
。
（六
帖
為
〓
借
巷
歌
し
我
者
居
二仮
巷
一之
人
也

代
二英
人
意
・而
賦
′之
者
也
。

と
い
ふ
真
で
始
つ
て
を
り
、
次
の
持
続
天
皇
の
御
製

（春
過
ぎ
て
）
の
護
も
、

夏
来
に
け
ら
し
、
け
文
字
不
′可
′加
′読
。　
若
作
二夏
来
来
良
之
・則
夏
来

に
け
ら
し
と
可
′読
。
然
而
観
二寒
過
暖
来
例
】則
非
二脱
字
”
古
来
風
外
抄

に
は
、
夏
ぞ
来
ぬ
ら
し
と
有
。
比
二新
古
今
・則
為
′優
。
但
ぞ
文
字
重
、

難
′加
′読
。
夏
来
る
ら
し
と
可
′読
。

と
い
ふ
風
に
、
歌
語
の
他
は
漢
文
を
も
つ
て
記
述
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
第
三
首
目

の
柿
本
人
麿
φ
歌

（あ
し
ひ
き
の
）
の
証
か
ら
は
、
必
ず
し
も
漢
文
が
文
の
主

脈
と
は
な
つ
て
ゐ
な
い
が
、
在
満
が
百
人
一
首
の
註
解
を
、
最
初
は
漢
文
を
も

つ
て
書
か
う
と
し
た
こ
と
が
推
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
近
世
に
於
け
る
和
歌



の
融
釈
書
と
し
て
、
漢
文
に
よ
つ
て
記
さ
う
と
し
た
態
度
の
見
ら
れ
る
の
は
ハ

異
例
に
属
す
べ
き
こ
と
で
あ
ら
う
。
唐
風
を
筒
ん
だ
荻
生
征
篠
で
も
、
そ
の
著

「和
歌
世
話
」
で
古
歌
を
評
す
る
に
当
つ
て
は
、
や
は
つ
純
然
た
る
和
文
に
よ

つ
て
記
し
て
ゐ
る
。
在
満
が
漢
文
に
対
し
て
抱
い
て
ゐ
た
親
近
感
は
、
漢
学
者

の
場
合
に
近
か
つ
た
こ
と
も
想
像
せ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
今
考
ヽ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
在
満
は
さ
う
し
た
漢
学
の
素
養
を
如
何
な
る
人
を
師

に
し
て
得
た
の
で
あ
ら
う
か
、
換
言
す
れ
ば
、
如
何
な
る
学
派
の
漢
学
を
修
め

た
の
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
り
、
更
に
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
彼
の
修
得
し
た
漢
学
に
於
け
る
学
派
的
な
思
想
が
、
彼
の
歌
論
の
性
格
に

影
響
を
与
へ
て
ゐ
る
所
は
な
い
で
あ
ら
　

，
う
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。
在
満
の
歌

論
に
表
面
的
に
現
は
れ
て
ゐ
る
漢
学
的
知
識
を
見
る
の
み
で
は
、
未
だ
そ
れ
ら

の
問
題
を
解
決
す
る
に
足
り
な
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

在
満
は

「国
歌
八
論
」
の
正
過
論
に
於
い
て
、
歌
の
表
現
■
の
過
失
を
正
す

に
は
、
た
だ
当
然
の
理
を
責
む
べ
き
こ
と
を
論
じ
、
最
後
に
、

た
と
へ
人
麿
赤
人
口
を
そ
ろ
へ
て
褒
称
し
、
友
則
貫
之
手
を
拍
つ
て
称
奥

す
る
と
も
、
当
然
の
理
の
責
む
べ
き
あ
ら
ば
許
す
べ
か
ら
ず
。
ま
た
人
麿

赤
人
頭
を
解
き
て
嘲
弄
し
、
友
則
貫
之
頭
を
揮
つ
て
誹
謗
す
る
と
も
、
当

然
の
理
の
責
な
べ
き
な
ぐ
ば
許
す
べ
し
。
歌
の
精
粗
を
論
ず
る
に
、
当
然

の
理
よ
り
急
な
る
は
な
し
。

と
結
ん
で
、
当
然
の
理
と
い
ふ
こ
と
を
強
調
し
て
ゐ
る
。

「当
然
の
理
」
と
い

ふ
語
は
、
強
ひ
て
漢
学
と
の
関
係
を
考
へ
る
必
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、

当
時
の
漢
学
者
の
折
々
用
ひ
て
ゐ
る
語
で
あ
る
。
そ
の
出
典
は

「論
語
集
註
」

学
而
篇
第
十
四
章
の
註
に
見
え
る

「凡
言
′道
者
。
皆
謂
Ｔ事
物
当
然
之
理
。
人

之
所
二共
由
一者
」也
」
と
い
ふ
朱
子
の
話
で
あ
る
ら
し
く
、　
な
ほ
朱
子
の

「中

庸
或
間
」
に
も
道
を
説
明
し
た
中
に

「当
然
不
易
之
理
」
と
い
ふ
話
が
見
ら
れ

る
。
在
満
の
頃
ま
で
の
近
世
漢
学
者

の
著
述
を
見
る
と
、
例

へ
ば
、
■
村
暢
斎

の
Ｌ
講
学
筆
記
」
第

一
冊
に

「
若
夫
愚
不
肖
者
。
本
不
ノ
明
二
当
然
之
理
“
天
亦

何
必
責
二英
不
ン
適
二於
世
用

と
、

ョ
宅
筒
斎

０

「黙
識
録
」
巻
三
に

「
不
′
惑
ニ

於
事
物
当
然
之
理
↓
則
可
′
謂
二己
足

・突
」
、
貝
原
益
軒
の

「
慎
思
録
」
巻
五
に

「
蓋
則
者
人
之
所
′
当
′
行
。
乃
是
事
物
当
然
之
理
也
」

「
中
心
正
。
則
威
儀
之

形
二乎
外

・者
。
亦
自
正
。

是
当
然
之
理
」
、　
室
鳩
巣

の

「
駿
台
雑
話
」
巻
二
に

「
道
は
も
と
よ
り
事
物
当
然

の
理
な
り
。
匹
夫
匹
婦
も
共
に
知
り
共
に
行

ふ
所

な
り
」
な
ど
と
用

ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
こ
れ
ら
の
漢
学
者
は
い
づ
れ
ヽ
皆
朱

子
学
派
に
属
す
る
人
た
ち
で
あ
り
、
他

の
学
派
に
属
す
る
学
者

の
著
述
か
ら
は

例

へ
ば
組
篠
０

「
論
語
徴
」
壬
に
、
道

は
礼
楽
を
謂
ふ
と
し
て
、
「
後
人
以
二当

然
之
理
・為
′
道
。
遂
別
′
之
。

悲
哉
」
と
あ
る
や
う
に
、

道
を
当
然

の
理
と
す

る
朱
子
学

の
思
想
を
排
撃
し
て
ゐ
る
場
合

の
他
、
「
事
物
当
然
之
理
」
は
勿
論
、

「
当
然
之
理
」
と
い
ふ
語
も
拾
ひ
出
す
こ

と
が
困
難

で
あ
る

や
う
に
思

は

れ

る
。
こ
こ
に
於

い
て
、
在
満
は
失
子
学
を
修
め
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
歴
測

が

一
応
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
在
満
の
歌
論
を
読
む
と
、
彼

の
学

ん
だ
漢

学
が
未
子
学

で
あ

っ
た
ど
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
古
学
論

の
中
で
在
満

は
近
代
及
び
当
代

の
歌
学
者
に
つ
い
て
、

走
家
卿
を
信
ず
る
こ
と
、
近
世
の
学
者

の
宋
儒
を
信
ず
る
が
如
し
０
生
涯

そ
の
旧
轍
を
出
づ
る
こ
と
能
は
ず
。

と
評

し
て
非
難
を
加

へ
、
ま
た

「
国
歌
八
論
再
論
」

（
歌
を
も
て
あ
そ
ぶ
の
御

論

の
中
）
で
は
、

「
宋
儒

の
見
に
は
、
云

々
」
と
い
つ
て
、
宋
儒
の
詩

の
解
釈

に
反
対
意
見
を
述

べ
立
て
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
し
て
も
、
漢
学

の
上
に
於

い
て
在
満
が
朱
子
学
を
信
奉
し
て
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ

つ

る て．
一
型
囃
¨
詢
崚

¨
』
嘲
漱
¨
「
ょ

っ
て
、
単
純
に
彼

の
増
学
上
の
立
場
を
探



ニ

在
満
の
伝
記
を
誌
し
た
文
献
に
は
、
今
日
ま
で
広
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で

は
、　
そ
の
漢
学
の
師
に
関
し
て
伝
へ
て
ゐ
る
も
の
が
殆
ん
ど
な
い
や
う
で
あ

る
。
た
だ
明
治
三
十
年
に
出
た

「国
学
三
遷
史
」

（五
三
頁
）
に
、

在
満
幼
な
り
ｔ
時
、
伊
真
長
一
に
■
〓
一
膚
舞
を
一
び
一
る
に
、
そ
の
才

世
に
す
ぐ
れ
た
り
と
て
、
長
淵
深
く
要
で
た
り
け
れ
は
、
早
く
そ
の
名
人

に
知
ら
れ
た
り
。

と
あ
り
、
ま
た
昭
和
二
年
に
出
た
清
原
貞
雄
博
士
の
著

「国
学
発
達
史
」

（
一

一
四
頁
）
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

か
つ
て
伊
藤
長
胤
に
就
て
漢
学
を
学
ん
だ
事
も
あ
る
在
満

（下
略
）。

と
あ
る
の
が
、
在
満
の
漢
学
の
師
の
こ
と
を
広
く
伝
へ
た
僅
か
な
例
で
あ
る
や

う
に
思
は
れ
る
。
伊
藤
長
胤
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
仁
斎
０
長
子
伊
藤
東
涯
の
こ

と
で
、
右
に
よ
れ
ば
在
満
は
東
涯
に
漢
学
を
学
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
然

し
在
満
が
東
涯
に
学
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
を
右
の
記
事
だ
け
を
も
つ
て
確
認
す
る

こ
と
は
、未
だ
根
拠
不
充
分
の
設
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
「国
学
発
達
史
」

の
記
事
は
「国
学
三
遷
史
」
の
記
事
に
基
づ
い
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
に
せ
よ
、

「国
学
三
遷
史
」
の
記
事
は
何
を
根
拠
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
か
、
今
遠
か
に

こ
れ
を
究
明
し
難
い
の
で
あ
る
。

「泊
潜
筆
話
」
に
引
か
れ
て
ゐ
る
在
満
の
墓

誌
銘
は
も
と
よ
つ
、

「国
学
三
遷
史
」
よ
り
も
前
に
出
た

「近
世
崎
人
伝
」
巻

三
・
「続
近
世
叢
語
」
巻
二
・
「近
世
三
十
六
家
集
略
伝
」
上
巻
・
「野
史
」

巻
二
六
一
ｏ
「古
学
小
伝
」
巻
一
、英
他
に
記
さ
れ
た
在
満
の
略
伝
を
見
て
も
、

彼
と
東
涯
と
の
関
係
は
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
明
治
四
十
四
年
に
出
た
稲
荷
神
社

宮
司
大
貫
真
浦
著

「荷
田
東
麿
翁
」
に
あ
る
在
満
の
伝
に
も
、
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
記
さ
れ
て
を
ら
ず
、
現
代
の
学
者
が
在
満
に
関
し
て
述
べ
た
も
の
に
拠

つ
て
も
、
前
記
の
清
原
博
士
の
著
書
の
他
に
は
、
そ
の
問
題
に
触
れ
た
場
合
は

見
出
し
難
い
の
で
あ
る
。

諸
書
に
伝
へ
る
如
く
、
在
満
は
春
満

（信
盛
）
の
弟
高
性
の
子
と
し
て
生
ま

れ
、
後
に
春
満
の
嗣
子
と
な
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
字
は
持
之
、
仁
良
斎
と
も
三

峯
と
も
号
し
、
通
称
は
初
め
長
野
大
学
、
後
に
東
之
進
（藤
之
進
）
と
い
つ
た
。

父
の
高
性
は

「東
羽
倉
家
一糸
裁盟

に
拠
る
と
、
多
賀
道
句
の
養
子
と
な
つ
て
医

を
業
と
ｔ
、
道
員
と
称
し
た
之
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
在
満
が
生
ま
れ
た
の
は
宝
永

三
年
で
、
伊
藤
仁
斎
は
そ
の
前
年
に
歿
し
て
を
り
、
東
涯
は
時
に
三
十
七
歳
で

あ
つ
た
。
在
満
が
幼
く
し
て
東
涯
に
学
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
に
年
代
的
な
矛
盾
は

な
い
の
で
あ
る
が
、
天
理
図
書
館
に
蔵
め
ら
れ
た
古
義
堂
文
庫
に
現
存
す
る
東

涯
目
筆
の
日
記
や
門
人
録
の
類
を
調
査
し
た
所
で
は
、
在
満
が
東
涯
に
学
ん
だ

と
い
ふ
こ
と
を
事
実
と
し
て
証
野
し
得
る
結
果
は
得
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ

る
。
東
涯
自
筆
の
人
門
者
名
簿
と
い
ふ
べ
き

「初
見
帳
」
は
、
仁
斎
死
歿
の
翌

年

（即
ち
在
満
出
生
の
年
）
の
宝
永
三
年
か
ら
始
つ
て
、
東
涯
死
歿
の
享
保
二

十
一
年

（元
文
元
年
）
に
及
び
、
反
故
を
裏
返
へ
し
て
綴
ぢ
た
帳
面
に
達
筆
で

書
か
れ
て
ゐ
る
。　
そ
の
中
に
在
満
と
見
な
す
べ
き
人
の
名
は
発
見
せ
ら
れ
な

い
。
た
だ
然
し
正
徳
三
年
間
五
月
十
五
日
の
所
に
、

「多
日
高
性
」
と
読
ま
れ

る
名
が
見
え
る
の
は
、　
一
応
注
意
を
惹
く
の
で
あ
る
。
臆
測
が
許
さ
れ
る
な
ら

ば
、
多
賀
高
性
を
記
ｔ
誤
つ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。

「初
見
帳
」
の
人

各
に
は

‥誤字
に
訂
工
を
加
へ
た
も
の
あ
つ
て
、
多
田
は
或
は
多
賀
の
誤
記
で
は

な
い
か
と
想
像
せ
ら
れ
も
。
正
徳
三
年
は
在
満
の
八
歳
の
時
で
あ
る
。
当
時
父

の
高
性
は
四
十
三
歳
、
東
涯
は
四
十
四
歳
で
す
で
に
そ
の
名
声
は
高
か
つ
た
。

多
田
を
誤
記
と
見
た
場
合
、
四
十
三
歳
の
多
賀
高
性
は
彼
自
身
が
東
涯
の
教
へ

を
乞
ふ
た
め
で
は
な
く
、
子
の
在
満
の
教
育
の
た
め
に
東
涯
の
門
を
叩
い
た
も

の
と
解
せ
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
幼
い
在
満
は
、
直
接
大
先
生
で
あ
る
東
涯
に
は



就
か
ず

・
、
仁
斎
若
し
く
は
東
涯
の
弟
子
の
何
某
に
就
い
て
、
教
養
と
し
て
の
漢

学
を
学
ぶ
こ
と
に
な
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
な
ほ
「初
見
帳
」
の
多
口
高

惟
の
名
に
は
、

「井
上
一
閑
同
道
」
と
附
記
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
井
上
一
閑
は
東

涯
の
問
人
で
、
「初
見
帳
」
の
宝
永
五
年
五
月
十
六
日
の
所
に
そ
の
名
が
見
え
、

因
州
の
人
で
あ
る
旨
護
記
が
あ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
も
と
よ

り
こ
の
誤
字
説
は
固
執
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
在
満
の
父
は
荷
国
家
の
文
書

に
も
多
賀
高
性
で
な
く
、
多
賀
道
員
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
が
普
通
の
や
う
で
あ

る
¨
要
す
る
に

「初
見
帳
」
を
調
べ
て
も
、
在
満
が
東
涯
に
学
ん
だ
と
い
ふ
確

証
は
求
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

在
満
の
生
長
し
た
宝
永
正
徳
の
頃
は
、
仁
斎
を
祖
と
す
る
古
義
学
が
国
内
を

風
靡
す
る
に
近
い
程
隆
盛
を
極
め
た
時
代
で
あ
つ
た
。
那
波
魯
堂
は

「学
問
源

流
」
に
、

「仁
斎
東
涯
ノ
学
フ
、
仁
斎
派
或
ハ
東
涯
派
卜
云
ヒ
、
古
義
学
卜
云

ヒ
堀
川
学
卜
云
フ
。
元
祗
ノ
中
比
ョ
リ
、
宝
永
ヲ
経
テ
、
正
徳
ノ
末
二
至
ル
マ

デ
、
英
学
盛
二
行
ハ
ン
、
世
界
ヲ
以
テ
是
ヲ
計
ラ
バ
、
十
分
ノ
七
卜
云
フ
程
ニ

行
ハ
ル
、
元
和
寛
永
ノ
風
ナ
ル
ハ
甚
稀
ナ
リ
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
た
古

義
学
全
盛
の
時
代
に
京
で
生
ま
れ
京
で
長
じ
た
在
満
が
、
た
と
ひ
東
涯
の
直
接

の
問
人
に
な
ら
な
か
つ
た
と
し
て
も
、
堀
川
学
派
の
漢
学
を
修
め
た
で
あ
ら
う

」
い
ふ
こ
と
は
ヽ
当
然
推
測
せ
ら
れ
る
所
で
お
る
。
吾
々
は
更
に
進
ん
で．在
満

と
堀
川
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

在
満
と
堀
川
学
と
の
関
係
を
考
へ
る
に
際
し
て
は
、
先
づ
顧
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
潤
題
が
あ
る
。
在
満
の
師
で
あ
り
養
父
で
あ
つ
た
春
満
の
古
学
に
は
、

仁
斎
の
古
学
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
思
は
れ
る
点
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
既
に
村
岡
典
嗣
氏
が
注
意
を
向
け
ら
れ
（註
一
）、
三
宅
清
氏
も
ま
た
論

ぜ
ら
れ
た
所
（誌
二
）
で
あ
る
か
ら
、
今
こ
こ
に
繰
返
へ
し
て
詳
し
く
述
べ
る
必

要
は
な
い
と
考
へ
る
。
村
岡
氏
の
言
は
れ
た
や
う
に
（議
三
）、
春
満
の
古
学
に

狙
篠
学
の
感
化
が
著
し
く
認
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、
三
宅
氏
が
指

摘
せ
ら
れ
た
如
く

，、
春
満
の
著
書
に
は
仁
斎
の

「童
子
間
」
に
倣
つ
た
と
見
る

べ
き
も
の
も
あ
つ
て
、
春
満
が
仁
斎
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
疑
ふ
こ
と
が

で
き
な
い
で
あ
ら
う
。
春
満
の

「
日
本
書
紀
庫
子
間
」
ｏ
「萬
葉
集
童
子
間
」
ｏ

「伊
勢
物
語
童
子
間
」
・
「有
職
童
子
間
」
な
ど
は
書
名
の
上
か
ら
見
て
、
仁

斎
の
名
著

「童
子
間
」
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
察
知
せ
ら
れ
る
。
仁
斎

の

「童
子
間
」
は
、
自
序
の
中
に

「宋
欧
陽
子
及
輔
漢
卿
氏
。
有
二易
詩
童
子

間
”予
亦
命
′之
以
二童
子
間
こ

と
あ
つ
て
、
欧
陽
修
の

「周
易
童
子
間
」、
輔

潜
庵
の

「詩
伝
童
子
間
」
な
ど
に
倣
つ
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
春
満
が
著
書
に

「童
子
間
」
の
名
を
附
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
欧
陽
修
や
輔
潜
掩
の
著
書
に
模

し
た
の
で
は
な
く
、
仁
斎
の
著
書
に
倣
つ
た
も
の
に
相
違
な
い
。
春
満
が
仁
斎

か
ら
影
響
を
被
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
つ
て
、
そ
の
点
か
ら
も
京
で
生
長

し
て
伯
父
春
満
の
教

へ
を
受
け
た
在
満
が
、
堀
川
学
派
の
漢
学
を
学
ん
だ
こ
と

は
推
測
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　

　́
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次
に
ま
た
や
は
り
書
名
に
関
聯
し
て
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
宗
武
の
「歌
諭
」

と
題
し
て
伝
は
る
論
述
の
中
に
、
「癖
疑
」
と
題
す
る
述
作
の
説
が
見
え
る
が
、

そ
の
内
容
か
ら
考
へ
て
、
土
岐
博
士
の
言
は
れ
た
如
く
（議
四
）
、

「排
疑
」
は

在
満
の

「国
歌
八
論
再
論
」
を
指
し
て
ゐ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。

「国
歌
八

論
再
論
」
と
い
ふ
標
題
は
、

「信
友
云
」
と
あ
る
附
記
に
よ
る
と
、
伴
信
友
が

筆
写
に
際
し
て
姑
く
題
し
た
も
の
で
、
も
と
は

「耕
疑
」
と
題
し
、
章
を
立
て

て
宗
武
に
奉
つ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

「癖
疑
」
と
い
ふ
名
の
書
は
、
古
く

唐
の
陸
長
源
の

「癖
疑
志
」
が
あ
る
が
、
在
満
の
時
代
に
は
、
宝
永
七
年
に
中

村
富
平
の

「排
疑
書
目
録
」
三
巻
が
刊
行
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
在
満
は
、
東

涯
の

「排
疑
録
」
に
倣
つ
て

「耕
疑
」
の
名
を
附
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

「排
疑
録
■
四
巻
は
、
東
涯
が
父
仁
斎
の
遺
漏
を
補
ひ
家
説
を
主
張
す
る
た
め



に
書
い
た
も
の
で
、
刊
行
せ
ら
れ
た
の
は
東
涯
の
歿
年
に
近
い
享
保
十
九
年
で

あ
る
が
、
早
く
東
涯
三
十
九
歳
の
時
、
宝
永
五
年
に
成
立
し
た
書
で
あ
る
こ
と

は
、
題
辞
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
。
在
満
が
堀
川
学
派
の
漢
学
を
修
め
た
と
す
れ

ば
、
仁
斎
の

塁
中孟
字
義
」
や

「童
子
間
」
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
補
遺
で
あ

る

「糾
疑
録
」
を
も
学
ん
だ
に
相
違
な
い
。
在
満
は

「癖
疑
録
」
が
仁
斎
の
遺

漏
を
拾
ひ
家
説
を
主
張
し
た
書
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
て
、

「国
歌
八
論
」

の
遺
漏
を
拾
つ
て
自
家
の
説
を
主
張
す
る
意
味
で
、
再
度
の
論
に

「耕
疑
」
と

名
づ
け
た
こ
と
も
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

議
一
、
村
岡
共
嗣
氏
著

「増
訂
日
本
思
想
真
研
究
」
一
七
四
頁
。

護
二
、
三
宅
清
氏
著

「荷
田
春
満
」
第
四
篇
第
二
章
。

証
三
、
村
岡
典
嗣
氏
著
、　
前
掲
書
一
七
四
頁
ｏ
「
日
本
思
想
史
研
究
ｏ
第

四
」
一
一
九
頁
。

設
四
、
土
岐
善
産
氏
編

「国
歌
八
諭
」

（改
造
文
庫
）
編
纂
後
記
・
同
氏
著

「
日
安
宗
武
」
五
一
三
―
五
一
四
頁
。

一

一

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

在
満
と
堀
川
学
と
の
関
係
は
、
結
局
内
在
的
な
徴
表
を
探
ね
て
こ
れ
を
究
明

す
る
他
は
な
い
と
思
は
れ
る
。
在
満
は
漢
学
者
で
は
な
く
、
彼
の
多
く
の
著
述

の
内
容
は
、
直
接
に
堀
川
学
派
の
儒
．学
思
想，
を
祖
述
し
て
ゐ
る
と
は
認
め
難
い

も
の
で
あ
る
。
然
し
そ
の
中
に
は
仁
斎
や
東
涯
の
説
を
引
い
て
批
判
し
た
も
の

が
あ
る
。
次
に
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
、
在
満
と
堀
川
学
と
０
関
係
を
考
へ

て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

先
づ
在
満
が
師
と
し
た
と
伝
へ
ら
れ
る
東
涯
の
場
合
を
求
め
る
と
、
彼
は
寛

保
元
年
十
月
に
書
い
た

「本
朝
度
制
略
考
」
に
お
い
て
、
東
涯
の
説
に
触
れ
て

あ
る
。
右
の
考
証
は
い
は
ゆ
る
享
保
尺
の
問
題
に
関
聯
し
て
、
幕
府
に
奉
つ
た

も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
、
そ
の
内
容
は
わ
が
古
代
の
大
尺
に
つ
い
て
考
察
し

た
も
の
で
、
先
づ
後
恩
寺
関
自
の
説
を
挙
げ
、
次
に
、

近
世
貝
原
篤
信
、
中
村
適
斎
、
中
根
元
珪
、
荻
生
征
篠
、
伊
藤
原
蔵
等
、

並
に
度
量
衡
の
三
を
考
へ
て
、五
人
皆
い
ふ
、本
朝
の
尺
は
唐
制
に
承
と
。

然
れ
ど
も
衆
説
皆
明
証
な
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

と
い
つ
て
、
そ
れ
ら
先
人
の
説
に
批
判
を
加
へ
た
後
、
新
し
く
考
証
を
試
み
て

自
説
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
右
の
■
に
い
ふ
五
人
は
、
皆
当
時
す
で

に
故
人
と
な
つ
て
ゐ
た
人
た
ち
で
、
原
蔵
は
周
知
の
如
く
東
涯
の
字
で
あ
り
、

篤
信
は
名
、
迪
斎
ｏ
征
篠
は
号
、
元
珪
は
字
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
恐
ら
く
呼

び
馴
れ
て
ゐ
る
名
称
に
従
つ
て
記
し
た
の
で
あ
ら
う
。
在
満
は
篤
信
に
つ
い
て

は

「和
漢
名
数
」
の
説
を
、
迪
斎
に
つ
い
て
は

「
三
器
攻
略
」
の
説
を
、
元
珪

に
つ
い
て
は

「律
原
発
揮
」
の
説
を
、
往
体
に
つ
い
て
は

「度
量
衡
考
」
の
説

を
挙
げ
て
評
し
、
東
涯
の
説
に
つ
い
て
は
、

「制
度
通
」
に
よ
つ
て
次
の
や
う

に
紹
介
し
二
つ
批
評
を
加
へ
て
ゐ
る
。

原
蔵
は
制
度
通
に
、
木
朝
昔
の
大
尺
は
、
唐
の
大
尺
な
る
由
を
挙
。
又
令

に
は
、
五
尺
を
以
一
歩
と
為
、
拾
芥
抄
に
は
、
六
尺
を
以
一
歩
と
為
。
令
・

に
五
尺
と
云
は
、
大
な
る
尺
を
以
て
度
る
が
故
と
論
ず
。
英
令
の
大
尺
、

唐
の
大
尺
に
当
る
所
以
を
証
せ
ず
。
叉
六
尺
を
一
歩
と
す
る
は
、
和
銅
の

格
文
に
し
て
、
延
喜
雑
式
に
も
載
た
る
を
引
用
せ
ず
し
て
、
近
世
の
拾
芥

抄
を
引
用
す
る
者
、
英
考
疎
な
り
。
但
令
に
五
尺
を
一
歩
と
為
る
は
ヽ
大

な
る
尺
を
以
度
る
が
故
と
云
時
は
、
後
の
六
尺
を
一
歩
と
す
る
の
尺
は
、

今
の
大
尺
よ
り
短
く
し
て
、
英

一
尺
二
寸
、
令
の
大
一
尺
に
当
る
と
の
意

な
り
。
此
説
叉
暗
に
、
臣
が
僻
案
に
合
へ
り
。

東
涯
と
在
満
と
の
間
に
師
弟
関
係
が
あ
つ
た
か
否
か
は
、
こ
の
文
に
よ
つ
て

も
不
明
で
あ
る
。
厳
粛
な
学
問
上
の
問
題
で
あ
つ
て
、
歌
論
の
上
で
宗
武
に
対



し
て
飽
く
ま
で
自
説
を
守
り
ぬ
い
た
在
満
の
毅
然
た
る
人
と
な
り
を
考

へ
る

と
、
右
の
文
も
師
説
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
彼
が
堀
川
学

派
の
漢
学
を
修
め
た
と
い
ふ
気
配
は
、
右
の
文
か
ら
微
塵
も
見
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
な
ほ
在
満
は
同
書
に
お
い
て
元
珪
の
説
を
挙
げ
て
批
判
し

た
後
、

「元
珪
晩
年
臣
に
語
り
て
云
く
」
と
記
し
て
、
元
珪
が

「律
原
発
揮
」

の
説
を
訂
正
し
た
い
と
語
つ
た
旨
を
述
べ
て
を
り
、
元
珪
と
在
満
と
が
面
識
の

あ
る
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
。
元
珪
は
有
名
な
和

算
家
で
あ
つ
て
、
吉
宗
に
仕
へ
て
天
文
暦
術
の
顧
間
と
な
つ
た
人
で
あ
る
こ
と

は
周
知
０
所
で
あ
ら
う
。
近
江
に
生
ま
れ
京
に
出
て
学
び
、
京
の
銅
座
に
職
を

奉
じ
た
こ
と
も
あ
つ
た
が
、
享
保
十
年
吉
宗
に
用
ひ
ら
れ
、
同
十
八
年
七
十
二

歳
で
歿
し
た
。
元
珪
の

「律
原
発
揮
」
と
後
に
述
べ
る
仁
斎
の

「中
庸
発
揮
」

と
は
名
の
上
で
似
た
所
が
あ
り
、
元
珪
も
堀
川
学
と
関
係
が
あ
る
人
で
あ
つ
た

か
も
知
れ
な
い
（証
一
）。
然
し
元
珪
と
在
満
と
の
関
係
を
究
め
て
、
在
満
と
堀

川
学
と
の
関
係
を
探
知
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
結
局
不
可
能
で
あ
る
と
思
は
れ

る
。
さ
て
以
上
の
や
う
に
、

「木
朝
度
制
略
考
」
に
は
菓
涯
の
説
を
論
じ
た
所

が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
つ
て
在
満
と
堀
川
学
と
の
関
係
を
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「本
朝
度
制
略
考
」
の
末
尾
に
は
附
録
と
し
て
間
答

一
篇
が
あ
り
、
質
問
に

答
へ
る
形
式
で
余
論
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
て
、
こ
の
体
裁
は
そ
れ
よ
り
二
年
余
り

後
の
寛
保
四
年
正
月
に
漢
文
で
書
い
た
「彗
星
私
舞
」
に
於
い
て
も
見
ら
れ
る
。

「彗
星
私
辮
」
は
要
す
る
に
、
彗
星
の
出
現
は
国
家
の
禍
福
や
人
事
の
吉
凶
と

何
ら
の
関
係
も
な
い
天
体
の
現
象
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
た
め
に
書
か
れ
た
も

の
で
、
漢
籍
の
記
事
を
多
く
引
き
、
享
保
十
七
年
・
元
文
二
年
・
寛
保
二
年
の

彗
星
や
流
言
の
こ
と
な
ど
を
記
し
、
「天
自
天
。
人
自
人
。
人
之
不
徳
無
′関
ニ

於
天
・。天
之
異
常
。
亦
無
′逮
二於
人
こ

と
い
ふ
思
想
を
も
つ
て
論
を
進
め
、
最

後
に

「不
′可
Ｔ因
二彗
星
喜
ロウ
禍
乎́
爾
」
と
い
つ
て
大
論
を
結
ん
で
あ
る
。
然

し
こ
こ
で
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
附
録
に
仁
斎
の
学
説
に
対
す
る
在
満
の
，

態
度
の
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「彗
星
私
癖
」
の
附
録
に
お
い
て
は
、
先
づ
「或
問
。
中
庸
日
」
と
述
べ
て
、

左
の

「申
庸
」
（章
句
第
二
十
四
章
）
の
本
文
、

至
誠
之
道
。
可
二以
前
知
”
国
家
将
′興
。
必
有
二祓
祥
↓
国
家
将
′
亡
。
必

有
二妖
華
”
見
二乎
著
亀
¨
動
二乎
四
体
¨
禍
福
将
′至
。
善
必
先
知
′之
。
不

善
必
先
知
′之
、
故
至
誠
如
′神
。

を
挙
げ
、
こ
れ
と

「彗
星
私
舞
」
の
本
論
と
の
思
想
が
一
致
し
な
い
の
は
、

「

中
庸
」
の
作
者
で
あ
る
子
思
の
過
ち
で
あ
る
か
と
い
ふ
間
を
掲
げ
て
、
そ
れ
に

対
す
る

「答
」
と
し
て
在
満
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
在
満
は
仁
斎
の

説
を
借
り
て
自
説
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
最
初
に

「中
庸
」
は
も
と

「戴
記
」
の
中
に
在
つ
た
も
の
で
、
そ
の

「戴
記
」
の
中
に
は
戦
国
及
び
漢
朝

諸
儒
の
著
作
が
少
か
ら
ず
混
蒲
し
て
ゐ
て
、
す
で
に
三
山
陳
氏
、
魯
斎
王
氏
等

の
疑
議
し
た
所
で
あ
り
、

「中
庸
」
の
中
に
も
子
思
の
作
で
な
い
部
分
の
あ
る

こ
と
は
明
か
で
あ
る
と
論
じ
、

仁
斎
先
生
。
以
二父
母
英
順
実
乎
以
上
”
為
二中
庸
本
書
¨
以
二鬼
神
之
為
′

徳
英
盛
尖
乎
以
下
↓
為
〓蓋
他
書
脱
簡
・実
。
英
言
有
′可
′取
。
又
有
′可
′

議
。
英
中
至
二鬼
神
章
与
妖
華
章
之
二
章
い。
則
専
称
′非
二孔
氏
語
”

と
述
べ
て
ゐ
る
。
仁
斎
の
「中
庸
」
に
対
す
る
見
解
は
、
そ
の
著

「中
庸
発
揮
」

に
見
ら
れ
る
。
仁
斎
は

「中
庸
」
が
孔
子
の
言
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は

認
め
、
語
・
孟
に
列
し
て
世
教
に
益
あ
り
と
考
へ
て
は
ゐ
る
が
、
子
思
の
作
と

い
ふ
こ
と
に
は
疑
間
を
抱
い
て
を
り
、
「中
庸
」
を
上
下
二
篇
に
分
け
て
、
「鬼

神
之
為
′徳
」
（章
句
第
十
六
章
）
以
下
を
下
篇
と
見
な
し
、
上
篇
で
は
首
章
の

「喜
怒
哀
楽
之
未
′発
」
以
下
の
四
十
七
字
を
古
楽
経
の
脱
簡
で
あ

つ
て

「中



庸
」
の
本
文
で
は
な
い
と
論‐
じ
、
下
篇
は
す
べ
て

「中
庸
」
の
原
文
で
は
な
い

と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
仁
斎
の
批
判
は
、
今
日
に
お
い
て
多
少
修
正
す

べ
き
部
分
は
あ
る
に
し
て
も
、
大
体
か
ら
い
つ
て

「実
に
鮮
か
な
も
の
で
真
に

眼
光
紙
背
に
徹
す
る
概
が
あ
る
」
と
い
は
れ
て
ゐ
る
（
誰
二
）。
彼
が
鬼
神
を
論

じ
た
章

（章
句
第
十
六
章
）
に
つ
い
て
は
、

「此
章
恐
非
二夫
子
之
語
こ

と
い

ひ
、
積
祥
妖
肇
を
論
じ
た
章

（章
句
第
二
十
四
章
）
に
つ
い
て
も
、

「此
章
恐

非
二孔
氏
遺
言
こ

と
い
つ
て
ゐ
る
こ
ど
は
、
右
の
在
満
の
文
に
記
す
通
り
で
あ

る
。
在
満
は
右
に
続
い
て

「其
言
日
」
と
し
て
、
次
の
仁
斎
の
文
を
引
い
て
ゐ

Ｚつ
。

蔽
祥
妖
華
之
説
。
雖
二自
ツ古
有
レ之
。
然
至
二於
孔
孟
・。
則
絶
′
口
不
′語
。

何
者
。
恐
躍
修
省
。
則
雖
′有
二天
変
¨
無
ノ害
二於
国
¨
若
否
則
雖
′無
二天

変
“。
身
試
国
亡
。
故
口
頷
地
震
等
変
。
存
二之
春
秋
・。
雨
至
二於
英
教

，人
。

則
専
以
二道
徳
仁
義
・為
′言
。
雨

一
切
惑
′世
誕
′民
之
説
。
皆
絶
〓之
於
言

議
“。
蓋
深
恐
′啓
二人
好
レ異
之
心

也̈
。
此
章
恐
非
二孔
氏
之
遺
言
。̈

こ
の
文
は

「中
庸
発
揮
」
に
お
い
て
、
前
引
の
「至
誠
之
道
。
可
二以
前
知
こ

で
始
ま
る
頑
祥
妖
華
の
章

（章
句
第
二
十
四
章
）
の
後
に
記
さ
れ
た
仁
斎
の
論

を
そ
の
ま
ま
引
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
吾
々
は
在
満
が
こ
の
文
に
つ
い
て
評
し

■
つ
述
べ
て
ゐ
る
言
葉
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
即
ち
在
満

は
こ
れ
に
続
い
て
、

是
実
可
′謂
二卓
見
・。
況
此
章
不
′
止
二妖
華
¨
又
有
Ｔ見
二乎
著
亀
一之
文
』
ト

・
　

笙
亦
蓋
孔
子
所
′
不
′取
。
而
卜
笙
不
二神
明
“。
春
秋
伝
可
′証
者
間
有
焉
。

仁
斎
先
生
既
明
丼
′之
。
故
不
二煩
諭
”然
則
此
章
亦
不
′出
二於
子
思
手

者̈

略
不
′可
′疑
。
不
ヨ必
二信
而
取
・也
。

と
記
し
て
ゐ
る
。

「是
実
可
′謂
二卓
見
こ

と
い
ふ
の
は
、
仁
斎
の
説
を
賞
讃

し
て
こ
れ
に
従
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
や
う
に
讚
辞
を
呈
し
た
後
、
在
満

は
、
卜
筵
の
問
題
に
触
れ
て
、
「仁
斎
先
生
既
明
癖
′之
。
故
不
二煩
論
こ
と
述

べ
て
あ
る
が
、　
こ
れ
も
ま
た
仁
斎
の
説
を
承
認
し
た
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ

る
。
在
満
の
い
ふ
仁
斎
の
卜
愛
に
対
す
る
見
解
は
、

「中
庸
発
揮
」
に
は
記
さ

れ
て
を
ら
ず
、
塁
”孟
字
義
」
に
述
べ
ら
れ
た
所
を
指
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

「語
孟
字
義
」
二
巻
は
仁
斎
の
代
表
的
な
著
述
の
一
つ
で
あ
つ
て
、
そ
の
下
巻

の
鬼
神
附
卜
筵
の
章
に
は
、卜
麓
に
関
す
る
二
条
の
論
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

そ
の
中
で
仁
斎
は
卜
笙
の
義
理
に
害
あ
る
こ
と
を
説
き
、
君
子
は
萬
事
義
に
従

つ
て
処
す
べ
き
で
あ
り
、
卜
筵
を
待
ち
利
害
を
問
う
て
決
す
べ
き
で
は
な
い
か

ら
、
孔
孟
は
未
だ
暮
て
卜
笙
を
言
は
ず
と
述
べ
、
「論
箋ど
の
語
を
引
い
た
然

「夫
子
之
不
′用
ニト
笙
一益
明
実
」
と
い
ひ
、　
ま
た
人
が
卜
盤
を
信
ず
る
の
は

こ
れ
を
神
明
に
す
る
故
で
あ
る
と
説
き
、

「卜
筵
果
神
明
邪
」
と
い
つ
て
、一
■

筵
が
信
ず
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
つ
た
と
い
ふ
春
秋
の
世
の
実
例
を
挙
げ
、

卜
笙
の
神
明
な
ら
ざ
る
所
以
を
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
在
満
は
卜
麓
の
説
の

こ
と
は
仁
斎
の
「語
孟
字
義
」
に
於
け
る
論
に
ま
か
せ
て
、
問
ひ
を
受
け
た
頑

祥
妖
華
め
章
に
つ
い
て
、

「然
則
此
章
亦
不
′出
二於
子
思
手
一者
。
略
不
′可
ν

疑
」
と
答
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
結
論
は
ま
た
積
祥
妖
輩
の
章
に
対
す

る
仁
斎
の
説
を
承
認
し
た
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
や
う
に
在
満
は
仁
斎
の

説
を
も
つ
て
答
弁
し
、
最
後
に
前
引
の
仁
斎
の
文
・中
に
見
え
る
語
に
つ
い
て
、

次
の
や
う
に
私
見
を
述
べ
て
結
び
と
し
た
の
で
あ
つ
た
。

但
仁
斎
先
生
称
一恐
曜
修
省
則
無
ヨ害
二於
国
”
亦
是
猶
為
′恐
・燿
人
君
・云

爾
乎
。
論
二其
実
¨
則
雖
′
不
二恐
燿
“。
修
省
豊
有

害́
二於
国
“手
。

さ
て

「彗
星
私
癖
」
附
録
に
お
け
る‥
以
上
の
如
き
記
事
か
ら
推
測
す
る
と
、

在
満
は
堀
川
学
派
の
漠
学
を
修
め
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
在
満
の

「中
庸
」
に
対
す
る
考
へ
方
は
、
根
本
に
於
い
て
仁
斎
の
説
以
外
に
は
出
で
ゐ

な
い
。
書
史
的
な
問
題
で
仁
斎
の
説
に
つ
い
て

「其
言
有
′可
′取
。
叉
右
レ可
′



議
」
と
批
判
を
し
て
ゐ
る
が
、

「中
庸
」
が
も
と

「戴
記
」
の
中
に
在
つ
た
も

つ
で
、
ま
た
三
山
陳
氏
・
魯
斎
王
氏
ら
が
疑
ひ
を
鋏
ん
だ
い
ふ
こ
と
な
ど
も
、

「中
庸
発
揮
」
の
叙
由
に
拠
つ
て
述
べ
た
も
の
と
思
は
れ
、
在
満
の
論
の
眼
目

で
ぁ
る
積
祥
妖
華
の
章
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
仁
斎
の
説
を
支
持
し
て
自
説
の

代
弁
と
し
て
を
り
、
■
笙
に
関
し
て
も
全
く
仁
斎
の
説
を
承
認
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
か
う
し
た
見
解
は
他
学
派
の
漢
学
を
修
め
た
者
の
と
り
得
る
所
で
な

く
、
や
は
り
在
満
が
仁
斎
派
の
古
義
学
を
学
ん
だ
人
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
さ
せ

る
で
あ
ら
う
。
在
満
が
朱
子
学
を
信
奉
し
て
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
は
、
前
に
述
べ

た
如
く
、
歌
輪
の
中
の
言
葉
に
よ
つ
て
も
明
か
で
あ
る
「
在
満
が
承
認
し
て
従

つ
た

塁
“孟
字
義
」
の
朴
笙
の
説
に
対
し
て
、
征
篠
が
「塀
名
」
巻
下
の
天
命

帝
鬼
神
の
章
で
反
対
し
、
ま
た
鬼
神
を
論
じ
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
、
在
満
が
組

篠
学
を
奉
じ
て
ゐ
な
い
こ
と
も
亦
明
か
で
あ
る
と
考
へ
る
。　
藤
樹
の

「翁
問

答
」
巻
二
に
よ
つ
て
も
陽
明
学
派
の
鬼
神
卜
筵
に
対
す
る
思
想
は
仁
斎
と
異
な

る
こ
２
が
考
へ
ら
れ
、
在
満
が
陽
明
学
を
奉
じ
て
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
は
言
ふ
ま

で
も
な
い
。
積
祥
妖
華
の
章
が
孔
子
の
遺
言
で
な
い
と
す
る
仁
斎
の
説
を
支
持

し
て
あ
る
こ
と
の
み
か
ら
考
へ
て
も
、
在
満
が
堀
川
学
を
修
め
た
も
の
と
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
在
満
が
仁
斎
の
塁
噸孟
字
義
」
の
説
に
通
じ
て
ゐ
る
点

に
も
、
堀
洲
学
を
学
ん
だ
こ
と
が
稚
測
せ
ら
れ
る
。
す
で
に
明
か
な
や

，
に
、

在
満
の
論
は
「中
庸
発
揮
」
の
説
に
拠
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
卜
笙
の
論
に
つ

い
て
は

「語
孟
宇
義
」
の
説
を
挙
げ
て
ゐ
る
。　
塁
“孟
字
義
」
二
巻
は
「童
子

間
」
三
巻
之
共
に
、
仁
斎
の
古
義
学
の
神
髄
を
伝
へ
る
も
の
で
あ
り
、
堀
川
学

派
の
聖
典
で
あ
つ
て
、
堀
川
学
派
に
お
い
て
「語
孟
字
義
」
が
教
科
書
に
用
ひ

ら
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
（誌
三
）。
同
書
は
天
和
三
年
の
著
作
で
あ
つ
て
、

仁
斎
の
歿
し
た
宝
永
二
年
に
刊
行
せ
ら
れ
た
。
在
満
は
堀
川
学
派
の
師
に
つ
い

て
、

「中
庸
発
揮
」
や

「語
孟
字
義
」
な
ど
は
教
科
書
と
し
て
学
び
、
仁
斎
の

学
説
に
通
じ
て
ゐ
た
も

の
と
思
は
れ
る
。
更
に
在
満
が

「
仁
斎
先
生
」
と
呼
ん

で
ゐ
る
の
は
、
鴻
儒
と
し
て
の
仁
斎
を
崇
拝
す
る
気
持

と
共
に
、
自
己
の
学
ん

だ
漢
学

の
祖
師
を
尊
敬
す
る
と
い
ふ
気
持
か
ら
出
た
も

の
と
解
釈
せ
ら
れ
る
０

前
述

の
通
り
、
在
満
は
仁
斎

の
歿
し
た
翌
年
に
生
ま
れ
て
を
り
、
仁
斎
そ
の
人

は
在
満
に
と
つ
て
面
識

の
な

い
過
去

の
人
で
あ

つ
た
が
、
堀
川
学
派

の
漢
学
を

修
め
る
こ
と
に
よ
り
、
当
然

の
結
果
と
し
て
仁
斎
崇
拝

の
念
を
抱
く
に
至
リ
ー

ま
た

「
仁
斎
先
生
」
と
い
ふ
称
呼
に
も
馴
れ
て
ゐ
た
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
一　
固
よ
り
往
篠

の
如
き
も
、

仁
斎
を
呼
ぶ
の
に
、

仁
斎
先
生
と
尊
称
を
用

ひ
て
あ
る
の
を
見
る
と
、　
一
概
に
は
言

へ
な

い
の
で
あ
る
が
、
上
記
の
こ
と
も

併

せ
考

へ
、

「
彗
星
私
耕
」
附
録
に
於
け
る

「
仁
斎
先
生
」
と
い
ふ
尊
称
は
、

堀
川
学
派

の
流
を
汲
ん
だ
学
徒

と
し
て
の
在
満

の
心
情
か
ら
発
し
た
も

の
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
在
満
が
仁
良
斎
と
号
し
た
の
も
、
或
は
仁
斎
敬

慕

の
念

か
ら
出
た
の
で
は
な

い
か
と
考

へ
る
の
で
あ
る
。

一

在
満
が
堀
川
学
派

の
漢
学
を
修
め
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
今
こ
こ
に
決
定
的
な

確
証
が
求

め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
が
事
実

で
あ
る
と
認
め
得

る
可
能
性

の
あ
る
こ
之
は
、
以
上
に
よ

つ
て
明
か
で
あ
る
０
さ
う
し
て
こ
の
推
測
は
在
満

の
歌
論
を
考
察
す
る
上
に
も
関
聯
を
有
す
る
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
次

に
右

の
可
能
性
を
参
考
と
し
て
、
在
満

の
歌

に
対
す
る
見
解

の
特
色
を
論
じ
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
結
果
に
於

い
て
、
右

の
承
認

の
可
能
性

・を
裏
附
け
る
所
が
あ
ら
う

と
信

ず
る
次
第

で
あ
る
。
　
　
　
　
　

ヽ

議

一
、

「
律
原
発
揮
」
は
元
隷

五
年

の
作
。
仁
斎
の

「
中
庸
発
揮
」
は
そ
れ

よ
り
ヽ
後

の
正
徳
四
年
に
刊
看
せ
ら
れ
た
が
、
同
書
は
元
藤
五
年
よ
り

も
早
く
天
和
三
年
ま
で
に
書
か
れ
て
門
人
等

に
よ
り
写
さ
れ
て
を
り
、

天
和
三
年
二
月
に
は
堀
川
塾

で
教
科
書
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。

（
加
藤

仁
平
氏
著

「
伊
藤
仁
斎

の
学
問

と
教
育
」
第
七
章
第
五
節
参
照
）
。
「
律



―‥‥‐
■
一
原
発
揮
■
の
名
は

「
中
庸
発
揮
」
に
倣
つ‐
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
れ

´
一

る
”
　
・
一
〓
・

Ｉ
　
一●
　

一
一　
　
　
・

一　
一●

一
　

　

　

一
●
■

一

Ｌ

●
議

二
，

武
内
義

雄
氏
著

「
易
２

中
庸

の
研

究
」

三

二
頁
ず

な

ほ
仁
斎
ｏ
Ｌ

中

一一　
　
庸
」
に
関
す
る
説
の
歴
史
的
価
値
に
つ
い
て
は
、
同
書
第

一
章
・

‥第
二

‘
・
・　
樟
な
ゼ
に
説
か
れ
て
ゐ
る
¨

」
鸞
ｔ
一
珈
藤
一
坪
氏
著
「り
藤
在
斎
つ
祥
問
２
激
清
」悌
ｔ
章
第
状
節
参
照
。

一
」

一
一

１
・
　

　

・
　

　

　

　

　

・　

¨
　

・一　

　

　

一

一̈
　

Ⅱ
　
在
満
の
歌
論
と
堀
川
学
　
　
　
　
　
　
・

・
　

　

　

　

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

一
餞
鰤
“
｛
枷
冊
な
蝙
計
¨
輌
剛
瑞
に
お
い

〓
、
歌
の
，瑛

珊
油
嗽
勁
瑚
セ

‐ 全
ス

‐
密
０
し
の
た
る
、
一針
本
の
類
に
あ
げ
ざ
れ
ば
、
も
と
よ
り
天
下
０
茂
務
ぼ

益
な
く
い
ま
た
相
用
常
行
に
も
資
く
る
所
な
し
。
　
　
　
　
・

と
喝
破
ｔ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
彼
は
、
人
間
生
活
に
お
い
て
歌
を
詠
む

こ
と
い
珈
何
‐な
ち
意
事
を
一
う
一
一
で
あ
る
と

，考
べ
た

‐力、
と
い
へヽ
は
、

「
一
蠍

ス
論
再
論
」
（歌
を
た
ｔ
な
む
御
論
の
中
）
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

歌
と
い
ふ
も
の
中
世
よ
つ
詞
花
言
葉
を
観
ぶ

一
つ
の
技
術
に
な
り

‐―に
た
れ

ば
、
碁
を
う
ち
象
棋
を
さ
す
類
の
慰
め
に
の
み
す
る
な
れ
ば
１
■

２
毬
べ
て
‥ゐ
る
所
力、
ち
ヽ
知
つ
礁
ち
で
ぁ
ら
う
¨
桐
ｔ
億
珠
の
言
葉
は
観
激
論

‐に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
ヽ
在
満
は
歌
を
詠
む
こ
之
が
詞
花
言
葉
を
観
ぶ
技

術
で
あ
り
、
消
閑
の
慰
み
で
あ
る
と
考

へ
た
の
で
あ
つ
た
。
在
満
の
和
歌
に
対

す
る
考

へ
方
を
、
実
剰
的
な
効
用
の
否
定
の
点
の
み
か
ら
見
て
、
芸
術
至
上
主

義
２
評
す
る
の
は
適
当
で
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
は
芸
術
遊
戯
説
に
立
つ
も
の
こ
百

ぶ
べ
き
で
あ
る
〓
同
じ
ぐ
観
歌
論
に
お
い
で
■
許
に
貴
ぶ
べ
き

，
の
に
あ
ら

ず
Ｌ
と
言
つ
て
ゐ
る
の
も
ヽ
彼
が
芸
術
至
上
主
義
者
で
は
な
ぐ
、
和
歌
を
遊
戯

の
産
物
と
見
て
ゐ
る
こ
と
に
因
る
の
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
の
実
利
的
な
効
用
を

否
定
し
て
作
歌
行
為
を
遊
戯
と
す
る
思
想
は
、
在
満
が
古
学
論
で

「中
古
以
来

独
歩
す
と
い
ふ
べ
し
」
と
い
つ
て
推
称
し
て
ゐ
る
契
沖
や
春
満
の
思
想
を
継
承

し
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
へ
る
０
契
沖
は

「萬
葉
代

匠
記
」
〈
初
稿
本
）
惣
釈
に
お
い
て
、

「和
歌
の
用
は
詩
も
お
な
じ
「
詩
は
聖

賢
の
は
じ
め
て
、
代
々
の
人
天
下
国
家
を
お
さ
む
る
に
も

，
こ
れ
を
外
に
せ
ざ

る
よ
し
、
か
き
あ
ら
は
■
、
い
ひ
っ
た
ふ
」
と
述
べ
、
在
満
の
師
で
あ
り
養
父

で
あ
つ
た
春
‐満
は
、
「萬
葉
集
抄
」
（朝
爾
食
爾
の
歌
注
）
に
於
い
て
↑
■
本

朝
詠
道
す
た
れ
て
、
風
北
雪
月
の
観
草
と
な
る
事
の
か
な
し
き
を
悔
み
て
ご
詠

道
に

‥
も
と
づ
く
注
解
な
れ
ば
、
道
徳
風
の
学
に
志
ざ
る
人
は
、
予
が
注
解
を
と

る
ま
じ
き
事
決
せ
り
、
必
せ
り
」
と
述
べ
て
ゐ
る
（誌
一
Ｙ

春
満
の
和
歌
に
対

す
る
考
へ
方
に
は
、
歌
を
道
徳
に
よ
つ
て
制
し
よ
う
と
す
る
思
想
が
抜
け
切
ら

な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。
在
満
が
和
歌
の
用
を
否
定
し
て
■
も
と‐
よ
り
天
下
の

政
務
に
益
な
く
，、
ま
た
口
用
常
行
に
も
資
く
る
所
な
し
」
と
い
つ
た
の
は
い
な

の
契
沖
や
春
満
の
思
想
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
在
満
は
彼
ら
と
は
反
対
に
極
め
て
現
実
的
な
立
場
か
ら
和
歌
を
見
た
の
で

あ
つ
た
。
祗
園
南
海
が
「
詩
学
逢
原
」
巻
上
で
、

「今
日
二
至
テ
、
詩
只
慰
ヽ

ゴ
ト
」
ナ
リ
」
「遊
戯
ソ
具
■
ス
」
と
述
べ
、
本
居
宣
長
が

「排
菫
小
船
」
の
中

で
、
「今
の
世
は
、
此
道
（歌
道
を
指
す
）
も
技
芸
の
上
流
の
や
す
に
な
り
て
‐、

二
向
え
よ
ま
ぬ
も
恥
と
も
思
は
ず
、
云
々
Ｌ
と
言
つ
て
ゐ
る
こ
と
な
ど
か
ら
考

へ
る
と
、
在
満
の
論
す
る
所
は
現
実
か
ら
帰
納
し
て
得
た
彼
独
自
の
思
想
で
あ

る
か
の
や
う
に
も
思
は
れ
る
っ
然
し
右
の
在
満
の
思
想
に
は
、
．仁
斎
の
思
想
力、

ら
の
影
響
が
あ
る
も
０
と
考
へ
け
れ
る
０
で
あ
る
ｏ
　
　
．
　

　

．　
●

一

Q):



■
仁
斎
に
は
■
古
学
先
生
詩
集
」
三
巻
の
他
に

，
短
歌
二
百
八
十
六
首
を
収
め

た

「
古

´
学
先
生
和

‥歌藻
■
一
巻
が
あ
％
び
↓
彼
の
学
問
は
道
徳
第
■
主
義
で
あ

つ
く
ず
文
学
め

‐問

，題
セ
輸
ｔ

ヽ
た
も
の
は
多
‥く
求
め
る
ｔ
之
が
で
き
な
い
ず
そ

‐の

砂
ヽ
輸
黙
つ
一
つ
２
し
て
い
ｔ
嬌

‐学
つ
楯
辮
遊
伝
〈
％
「
琶
仔
欄
十
つ
捲
下
悌

の
意
見
で
あ

つ
た
と
考

へ
て
差
支

へ
が
な
い
で
あ
ら
う
。
仁
斎
が
詩
は
芸
中

の

雅
翫
で
あ
る
と
言

つ
て
ゐ
る
の
は
、
在
満
が
和
歌
は
詞
花
言
葉

の
観
び
で
あ
る

と
言
ふ
の
と
均

し
ぐ

ｏ
一̈評

ば
作
を
ず
熊
ぐ
作
ら
‐ぎ

る
も
書
が
な
い
と
一一一［
ひ
、
ま

た
隠
士
閑
人
の
消
閑
の
具
で
あ
る
と
見
て
ゐ
る
の
は
、
作
歌
を
碁
を
打
ち
将
棋

を
喘
け
額
わ
颯
ス

‥‐と
況
ち
０
２
桐
Ｅ
思
想
で
Ъ
ち
´
仁
琉

‐は
僕
之
か
ち

‥‐‐
も
の
が

人
間
完
城

‐の
上
一
撫
羽
で
■
ヽ
ｔ
２
を
言
ふ
た
め
に
、
古
代
中
国
の
六
芸
を
例

に
あ
げ
て
る
‐る
が
い
仁
捺
の
言
ふ
大
芸
ヽ
在
満
の
言
ふ
宍
芸
も

，
勿
論
六
経
を

意

‥味
す
る
‐も
の
で
は

，な
く
、

一
＾
周
札
■
の
地
官
司
徒
下
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
礼

一

楽

・
射
・
駁

・
書

・
数
を
指
す
の
で
あ
つ
て
、
周
代
に
お
い
て
士
た
る
者
の

必
修
す
べ
ぎ
芸
ど
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
■
漢
学
者
で
あ
つ
た
仁
斎
は
六
‐芸

が

古
代‐
中
国‐
に
於
い
て
士
の
計
爵
鶯
行
を
資
け
る
教
養
と
し
て
学
ぶ
べ
き
も
の
で

あ
つ
た
こ
と
を
当
然
理
解
し
て
み
た
筈
で
あ
る
。
仁
斎
が
大
芸
の
ご
と
な
い
つ

た
の
は
ヽ
芸
の
無
用
で
な
い
旨
を
説

′
く
た
め
で
あ
つ
て
、●
本
云
の
効
用
に
対
し

て
仁
斎
と
在
満
と
の
間
に
見
解
が
あ
つ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ら
う，
■

さ
う
し
て
同
じ
ぐ
芸
と
見
な
す
も
の
で
あ
つ
て
ヽ
■
現
実
の
問
題
と
し
て
ｒ
詩

に
つ
い
て
、

「身
有
一職
務
・者
α
芍
湯
一心
於
詩
メ
則
志
荒
業
堕
「
と
言
ひ
↑

ま
た
「
作
”之
固
好
¨
不
′作
亦
無
”害
〓
２
言
つ
て
ゐ
る
の
を
な
る
と
「■
仁
斎

も
や
は

，
詩
を
作
る
こ
と
は
天
下
の
政
務
に
益
な
く
ｌ・
１
日
用
常
行
の
資
け
と
す

る
に
足
り
な
い
も
の

‐とし
て
ゐ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
ず
仁
斎
は
、コ

■
童
子
間
〓
巻
下
第
二
十
四
章
に
於
い
て
読
書
の
法
を
論
じ
、一「先
鶉
〓英
右
俯

無
用
。̈
取

英ヽ
関
〓学
術
政
体
ず
修
′己
治

人̈
之
切
要
者
“面
。〓英
涯
然
不
”切
無
【

益
，実
用
“者
ｆ
閲
′之
可
実
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
思
想
を
も
つ
た
毎
斎

の
学
問
上
の
立
場
か
ら
い
ヽ
ば
、詩
を
作
る
こ
と
は
い結
局
シ
然
と
し
て
切
な
ら

ず
ず
実
用
に
益
無
き
も
の
の
方
に
属
す
る
行
為
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
ぜ
そ
の

，こ
と
は
同
じ
ぐ
第
四
十
草
に
於
い
て
詩
と
文
と
を
比
較
し
て
、・■
詩
以
言
′志
ｒ

文
以
明
′道
¨
英
用
不
′同
ｆ
詩
作
′之
固
可
¨
不
′作
亦
無

害̈
。一若
４文
必
不
ノ可
ノ

不
′作
」
と
い
ひ
Ｆ
詩
は
必
ず
し
も
作
る
必
要
は
な
い
が
ゞ
来
は
道
を
明
か
に
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
い
必
ず
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
ゐ
拓
こ
と
か

，ら
ヽ
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
ｒ
仁
斎
は
詩
を
芸
中
の
一雅
翫
で
あ
‐る
と
認
め
た
も

の
の

，
そ
の
価
値
を
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
た
ｒ
在

満
が
和
歌
は
詞
花
言
葉
の
翫
び
で
あ
つ
て
ず
貴
ぶ
べ
‐き
も
の
に
あ
ら
ず
と
道
破

し
た
の
は
い
仁
斎
学
の
影
響
を
受
け
た
思
想
で
あ
る
と
思
は
滋
る
の
で
あ
る
ず

「
童
子
間
■
三
巻
は
既
述
の
如

‐く
』
語
孟
字
義
■
二
巻
と
共
に
ｒ
仁
斎
学
０
真

の
精
神
を
伝
へ
る
も
の‐で
ハ
す
で
に
一仁
斎
が
家
塾
に
於
け
る
教
科
書
と
し
て
使

用
し
た
も
の
で
あ
つｉだ
（
証
一．ご
。●宝
ズ
四
年
に
至
っ
て
刊
行
せ
ら
れ
、
海
外
に



も
伝
は
つ
た
名
著
と
ｔ
ｔ
知
ら
れ
て
あ
る
。

「彗
星
私
塀
■
俯
録
の
記
事
に
よ

つ
て
、
在
満
は

「
語
孟
字
義
」
の
説
に
通
じ
て
る
た
ｔ
之
び
知
ら
れ
る
つ
で
あ

れ
こ ヵ、
一
ｒ

ｉ‐自 彼
椰
働
刹
絆
珈
わ
葬
孵
）
舞
わ
蹴

凛
耐
¨
籠
け

を 「
昨
膳
州
肝
雌
書
れ

る
思ヽ
想
が
、
右
の
や

，
に
仁
斎
の
思
想
に
関
係
が
ぁ
る
ど
す
る
の
は
い
決
し
て

牽
ｉ
附
会
α
説
と
い
ふ‐
一
２
が
で
き
な
い
で
あ
ら
う
ｏ

在
流
は

，
国‐
ｋ
几
論
」
の
歌
源
論
に
於
ド
で
、
歌
の
本
儀
に
つ
き

，、
模
籍
‘

見
え
る
説
に
■
つ
て

「古
今
集
」
序
の
税
を
、
未
だ
悉
く
き
な
い
も
り
と
評
ｔ

た
が
、
観
歌
論
に
於
卜
て
は
、

「古
今
集
」
序
に
見
な
る
和
歌
の
妨
肝
を
杏
定

し
た
０
で
あ
つ
た
。
前
記
の
如
く
、
和
歌
は
天
下
の
敏
漉
に
益
な
く
、

「
用
常

な
れ
，

ど‐‐
、
十

，
一
姪
奔
α
媒
２
一
な
る
ベ
ト
ら
か
ｏ
　
　
　
一　
　
　
・
一

獅
一̈諫
鱗
鯰
瀬
¨̈鰤
縣
窮
脩

と
評
し
た
も
１０
と
解
せ
ら
れ
る
。
彗
星
が
国
家
の
禍
福
や
人
事
の
吉

‥凶
に
関
係

¨
．

”
摯

地―
体

一
動
形
“
弓
議
一
臓
崚
刹
れ
一
凛
「

た
‐の“
副

ひ 的‥
琲
「
一
な
ツ
一

・ 動

れ
に
は
ゃ
は
０
議
Ⅶ
に
関
す
ら
ｔ
斎
つ
穏
報
の
彰
響
ヽ
あ
“
こ
２
が
考
＾
ら
れ

る
α
「彗
星
私
鮮
』
附
録
０
在
満
の
言
葉
に
あ
つ
た
や
う
に
、
仁
斎
は
「中
庸
」

の
鬼
神
の
章

（章
句
第
十
六
章
）
を
孔
子
の
語
と
見
な
し
難
い
こ
と
を
論
じ
て

ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、

「中
庸
発
揮
」
の
同
章
の
後
に
記
し
た
言
葉
の
中
に
は
、

次
の
や
う
に
見
え
て
ゐ
る
。

輸
語
口
。
子
不
全
習
怪
力
乱
神
“。
又
口
。
未
′能
に事
′人
¨
焉
能
事
′鬼
。

夫

‐
鬼
神
之
事
「
■
一一詩
書
所
ン哉
以
来
。
古
之
聖
賢
。
皆
長
敬
奉
承
之
不
′
暇

豊
敢
有

所́
二聞
然
“哉
¨
独
至
〓於
吾
夫
子
】。
英
言
′之
若

此̈
者

蓋̈
以
一湯
二‐

於
鬼
神
”
則
必
忽
一人
道
ｒ
而
其
説
夕

惑
′人
故
也
。
以
ノ此
観
′之
。
則

一此
章
恐
非
二夫
子
之
語
・。　
」̈■
・　
・
一‥‥
「́
■

一
・
●

一
一
∴
■
一　
・
一

仁
斎
は

墨

孟̈
字
義
■
巻
下
の
鬼
神
附
卜
饉
の
章
に
於
い
て
は
ｒ
同
じ
趣
旨

を
更
に
詳
し
く
論
じ
て
を
り
、

「孟
子
」
に
至
つ
て
は
一
も
鬼
神
を
諭
ず
る
も

の
が
な
い
と
述
べ
て
ゐ
る
。一　
孔
子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
な
か
つ
た
・と
伝
へ
ら

れ
、
仁
斎
は
鬼
神
を
談
ず
る
こ
と
を
、
彼
の
理
想
と
し
た
孔
子
の
道
で
は
な
い

と
考
べ
た
の
で
あ
つ
た
。
仁
斎
の
鬼
神
の
説
は
東
涯
の

「耕
疑
録
」
巻
二
に
更

に
祖
述
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
朱
子
学
に
於
い
て
は
鬼
神
を
説
い
て
を
り
ヽ
前
に
一
、

言
し
た
や
う
に
、
往
篠
学
に
於
い
て
も
陽
明
学
に
於
い
て
も
同
様
で
．あ
る
ｆ
在

満
は
前
述
の
如
く

「中
庸
発
揮
」
や

「語
孟
字
義
」
に
於
け
る
鬼
神
の
説
に
通

じ
て
ゐ
て
ヽ
前
者
の
説
を
承
認
し
た
の
で
あ
つ
た
ｆ
彼
が
鬼
神
を
語
る
の
を
妄

語
と
す
る
思
想
に
は
ヽ
や
は
り
仁
斎
か
ら
の
影
響
の
あ
る
こ
と
を
考
へ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ほ
男
女
の
情
愛
を
述
べ
た
歌
を
姪
奔
の
媒
ど
評
す

る
思
想
に
は
、
春
満
の
文
学
思
想
に
も
通
ふ
所
が
あ
る
ゃ
然
じ
男
女
関
係
に
渉

る
こ
と
を
姪
奔
と
す
る
儒
者
的
な
考
へ
方
は
仁
斎
も
ま
た
抱
い
て
ゐ
だ
所
で
あ

る
。
会
ｍ孟
学
義

・
下
ｏ
詩
）。

「姪
奔
の
媒
」
と
い
ふ
在
満
の
一言
葉
は
、
儒
学

思
想
に
基
づ
く
道
学
的
な
見
解
か
ら
出
て
ゐ
る
こ
と
に
間
違
ひ
は
な
い
が

，
た

だ
こ
の
場
合
、
そ
れ
が
仁
斎
学
か
ら
の
影
響
で
あ
る
と
い
ぶ
こ
と
ば
、
上
の
観

歌
の
説
や
鬼
神
の
論
に
於
け
る
や
う
に
、
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
考
へ
る
。
　
　
一　
　
　
　
　
一　
　
　
　
　̈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
〓

一護
一
、
〓
宅
清
氏
著

『行
日
春
満
」
三
一
七
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
一」



一
設

二
、
加

藤

仁
平
氏
著

「
伊

藤

仁
斎
０

学
問

と…
教
育
」
第

七
章
第

七
節
参
照

「　
　

．
．　
二
　
一・　
　
一　
　
　

．
　

一・　
　
　
　
一　
一　
　
．　
一
　

¨

一一た歌‐”‐。‐‥人一）〓一一２七一一「一．一「一、ｔ一̈
一一へちユ刊

」
¨
¨
¨
『
¨
¨
』
一
一
饗
¨
一
一
¨
¨
一
い

で の 含
一
一
「
一
一
一
つ
い
¨

孔‥の 音
“

惜
琲
『仄
熙
不

鷲
瑯
掴
つ

‐
音
で
、
郵
国
の

―
音
楽
つ
デ
‐調
工
浬
猥
で
あ
る

‥と
掟
‥評
が
あ
つ
た
の
で

あ
る
プ
然
ｔ
未
‐子
は

「郵
声
雀
」
２
い
ふ
鄭
声
は
即
ち
鄭
風
の
詩
で
あ
る
と
考

へ
一

「
詩
経
｝
の
申

に
釜
奔

の
詩

０
あ
る
こ
と
を
認
み
た
の
で
あ

つ
た
。
楽
記

に
い
ふ

「
鄭
衛
之
音
」
の
瑯
衛
は

「
読
呂
氏
詩
記
桑
中
篇
」

（
朱
子
全
書

・
巻

三
十
五
）
で
い

「
鄭
側
郵
風
著
干
篇
是
也
ｆ
衛
則
＝
廓
衛
風
若
干
篇
是
也
Ｌ
と

述

べ
て
を
つ
い
「
詩
集
伝
〓
巻

二
の
郡
風
の
桑
中

の
議

で
は
、
そ

の
詩
が
「
桑
間

濃
上
」
の
桑
間

で
あ
る
と
見
て
ゐ
る
ｆ
更
に

「
詩
集
伝
「
巻
三
の
鄭
風

の
証

で

は
鄭
詩
に
衛
詩
よ
う
・も
浬
奔

の
詩

の
多

い
こ
ど
を
述

べ
や

「
是
則
鄭
声
之
轡
。
一

有
′
甚
二於
籠

・実
。
故
夫
子
論
”
為
″邦
ｆ
独
以
３
鄭
声

・為
¨
戒
。一
而
不
´
及
【
衛
。
一

蓋
挙
に
重
而
言
。
・因
日
有
〓
次
第

一也
」

と
説
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
０
こ
σ

や
ｉう…

に
朱
子
は
鄭
風
及
び
郎

ｏ
副

・
衛
風

の
詩
を

「
鄭
衛
之
音
」
と
し
て

，
孔
子
は

そ
れ
を

「
鄭
戸
Ｌ
と
言

つ
た
も

の
と
考

へ
、

「
鄭
声
涅
｝
の
浬
は
歌
詞

の
上

に

あ
る
と
見
た
の
で
あ
つ
た
い
か
う
し
た
朱
子
の
説
に
対
し
て
ヽ
東
涯
は

「
舞
疑

録
■
巻
四
で
↑
　

　

一●
●
■
一　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
・　
　
一・■

●
■
■
●

一
一　
乳
子
斥
二
鄭
声
雪
者
ず
不
′
以
二
其
辞
之
邪
正
・。
而
以
二
其
音
之
雅
涅
ず
而
取
ニ

・　
捨
之

・也
“
故

不
′
日
二
鄭
詩
¨
而
毎
必
日
二
鄭
戸
・。
可
′
見
以
二其
声
音
之
不
レ

一
正
。
而
斥
′
之
実
Ю
　

・
　

一　
　
　
・　
´
　

・　
　
一
一
・
　

一　
一■
　

一
１１‐，

と
述

べ
て
、
孔
子
の
鄭
戸
と
い
つ
た
の
は
音
の
こ
と
で
あ
り
、
辞
の
こ
と
で
は

な

い
旨
を
長
く
論
じ
、

「
夫
子
悪
一
鄭
声
ず
蓋
以
■
日
耳
」
と
結
ん
で
ゐ
る
。
東

涯
は

「
読
詩
要
領
」
の
中
に
も
、

「
鄭
声
と
い
ふ
は

，
も
は
ら
音
声
の
上
に
付

て
い
ふ
。

こ

‐と
ば
の
運
正
に
あ
ら
ず
」
と
述

べ
（

ヽ
東
涯
漫
筆
」
の
申
で

‐も
同

様

の
●
２
を
言

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
た

「
癖
疑
録
」
巻
四
に
は
、
詩
と
楽

と
は
同
Ｃ
で
な
い
ｔ
之
を
論
じ
、
　

●

・
●
●

　

一　
¨̈　
　
　
一■

一．
．ヽ　

■

詩
与
′
楽

不
／
伺
ｒ

・
詩
是
今
三
百
篇
詩
堤
也
ピ
英
中
如
ｉ
一南
雅
頌
一
可
´
被
〓

之
楽
す

其
他
未
〓
必
尽
可
〓倣
楽
奏

”。

楽
是
詔
武
大
夏
等
ず
其
詞
亦
不
〓
尽

載
〓於
詩
”
詩
与
′楽
英
月
不
′
同
。観
●
興
二於
詩

一立
〓
於
礼

・成
一
於
楽
・‐可
′

見
実
。
　

　

　

　

　

・



２
ぃ
っ
一
‥て

、
例
を
挙
げ
先
儒
が
書
を
以
て
直
ち
に
楽
之
な
し
た
誤
り
を
指
摘
し

て
ゐ
ち
。

「読
滸
要
領
」
一

‐
も
■
た
桐
様
の
論
が
現
ら
れ
る
。
在
満
が
宗
武
一

『
れ
な
降
震
嘲
摯
約
嘲
嘲
凌
鶴
い
に
導
な
い
か
臓
嘲
れ
い
お
洵
裁
鮨
崚
″
書

‐つ て

た
も
の
で
あ
る
。
朱
子
の
詩
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
往
篠
学
派
に
於
い

て
も
非
難
を
加

へ
て
ゐ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
詩
に
勧
懲
の
用

が
あ
る
と
す
る
朱
子
の
詩
教
０
排
撃
に
力
が
き
が
れ
て
ゐ
て
、
音
と
訂
と
の
関

係
の
問
題
は
特
に
顧
み
ら
れ
て
ゐ
な
い
や
う
に
考

へ
る
。
東
涯
は
朱
子
の

「
鄭

声
浬
」
の
解
釈
に
関
聯
し
て
、
右
の
や
う
に
音
と
辞
と
の
混
同
の
あ
る
こ
と
を

繰
り
返

へ
し
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
在
満
の
論
は
そ
の
思
想
か
ら
影
響
を

受
け
た
所
が
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

次
に
宗
武
が
歌
は
教
誠
の
資
と
な
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る

の
に

つ

い

て
、
在
満
は
「
　
‘
　

．　
　

　

　
　

　

　

′ヽ

又
お
し
き
歌
を
以
て
、
是
れ
は
あ
し
と
思
ひ
て
見
‥

る
時
は
叉
い
ま
し。
か
と

も
な
る
な
つ
と
の
た
ま
へ
る
、
も
と
よ
り
其
の
理
な
り
。
さ
れ
ど
歌
に
限

一
ら
ず
、
何
事
に
て
も
そ
れ
に
勧
善
懲
悪
の
義
を
付
け
て
見
る
時
は
付
け
ら

れ
ざ
る
物
な
く
、
教
誠
の
端
と
な
ら
ざ
る
も
の
な
し
。
さ
れ
ど
直
に
人
を

導
き
た
る
詞
と
並
べ
論
ず
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
是
れ
歌
の
物
た
る
、
も
と

教
誠
の
為
に
制
せ
る
に
あ
ら
ざ
る
が
故
な
つ
。

と
述
べ
て
ゐ
る
プ
歌
が
教
誠
の
端
に
な
る
と
い
ふ
宗
武
の
思
想
は
、
や
は
り
朱

子
学
の
影
響
を
蒙
つ
た
も
の
で
あ
る
。

「
諭
語
」
の
為
政
篇
に
あ
る

「
子
日
。

詩
三
百
。　
二
百
以
蔽
′
之
。
日
思
無
′
邪
」
と
い
を
言
葉
は
有
名
で
あ
る
が
、・
朱

子
が

「
集
註
」
で
こ
れ
に
加

へ
た
議
の
中
に
は
ヽ

「
凡
許
之
言
。　
善
者
一
一
以

感
二発
人
之
善
心
¨
悪
者
可
ヨ
以
懲
二創
人
之
逸
志
¨
英
用
帰
口於
使
〓
人
得
二其
情

性
之
正
・而
巳
」
と
あ
る
。

ま
た

「
詩
集
伝
」
序
に
も
、

孔
子
が
詩
を
洲
つ
た

着
を
述
べ
て
、

「
使
Ｔ学
者
即
ν
之
而
右
ｔ
以
考
二英
得
失
¨
善
堵
師
′之
悪
堵
敏
↓

焉
ｔ
と
や
つ
て
ゐ
る
‐。
朱
子
は
詩
に
勧
懲
の
幅
を
認
め
て
あ
て
い
祐
の
他

「
朱

子
語
頚
」
巻
八
十
に
収
め
ら
れ
た
諸
篇
に
拠
つ
て
も
、
詩
を
説
く
の
に
勧
善
懲

悪
の
思
想
を
襲
で
し
て
み
る
こ
と
が
舅
か
で
あ
る
ｏ
仁
斎
は

塁
ｍ孟‐
字
義
」
巻

下
の
詩
の
条

‐の冒
頭
で
、
朱
子
の
感
発
懲
創
の
説
に
関
し
、

読
′嵩
之
法
。

善
者
可
〓
以
感
二発
人
之
善
心
¨
悪
者
亦
可
ヨ
以
懲
二創
人
之

逸
志
・固
也
。
然
而
詩
之
用
本
不
′
在
二作
者
之
木
意
¨
在
二読
者
と
脈
【感

如
何
”

れ
蝙
け
董
¨
』
げ
同
』
嫌
構
球
］
”
州
ｍ
締
¨
雅
権
¨
〔
耐
¨
級
は
ほ
∵

歌‐‥読
¨

つ
い
て
こ
れ
ど
桐
様
の
見
解
が
現
ら
れ
る
。

′後
一
述
べ
る
や
う
に
東
Ｉ

‐
も
竜
一

朱
子
の
勧
懲
の
説
を
極
力
斥
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
在
満
は
前
記
の
如
く

「

語
孟
字
儀
」
を
続
ん
で
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
つ
で
あ
り
、
仁
斎
の
税
か
ら
撼

化
を
受
け
て
ゐ
る
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
宗
武
が
確
に
な
訪
の
用
が
あ
つ
、雅
楽
の
廃
れ
て
後
、
聖
入
ぽ
一

‐詩
経
■

を
撰
ん
で
人
を
導
い
た
と
説
い
た
こ
と
に
対
し
、
在
流
は
次
の
や
う‐
に
異
現
を

述
べ
て
ゐ
‥る
。

宋
儒
の
見
に
は
、
詩
は
従
来
の
物
な
れ
ど
も
、
是
れ
に
よ
り
て
勧
善
懲
悪

す
べ
く
聖
人
ヽ

―取
，

絡
ふ
と
現
′
ｔ

，
り
ｏ

さ
れ
ど
一
■
す
る‐
時
は
、
詩
に

細
け
耐
脚
紅
】

力ヽ も‐
『
響
”
総
議
慟

「
な

れ
軍
理
諷
ゆ
榊
劉
喘
「
興
が
嘲
礫
¨

た

「学
〓滸
三
■
・不
′
達
。
■
二硼
方
一不
ν能
一
博
対
こ

之
ヽ
ぉ
れ
ば
、
聖

人
の
取
り
給
ふ
は
、
人
性
に
通
ず
る
為
い
多
く
鳥
獣
草
木
の
名
を
知
る
為

と
こ
そ
見
え
た
れ
¨
　
　
　
・
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
■
〓
　
¨

勧
懲
を
詩
の
本
来
的
な
用
で
な
い
と
す
る
上

‥
記
の
仁
斎
の
思
想
は
ま
た
東
涯



■
■
つ
て
稲
述
せ

ｉ
ら
れ
ｔ
る
ち
「
　

‐
‥東
堰
驚

「靭
擬
繰
一
巻
西
に
於
ヽ
て
一

「論

秋
を
教
へ
諭

‐し
¶
撤
け
る
よ
溢
移

‥く
喉
十

（搭
欄
書

一
坤
）
と
謎
＾
て
そ
つ
、

こ
の
偲
想
を
喫
機

―‐と
し
て
い
彼
わ
潤
人
た
ち
に
よ
つ
て
詩
が
‐政
船
の
参
考

‥‐とな

る
税
や
い
滸
の
教
＾
林
温
葉
敦
厚
に
な
る
２
す
る
勲
ｔ
ゼ
が
強
調
せ
ら
れ
ち
に

至
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
往
篠
学
派
に
於
い
て
は
詩
の
有
す
る
自
然
の
機
能
が
か

探
や
ｒ
慎
堰
め

「排
豪
嫌
十
捲
二
一
ｔ
‐そ
つ
詳
瑞
び

・
見
之
ち
¨
ｔ
礁
驚
理
人
漱

状
道
ｒ
人
植
を
旧
ｂ
ｒ
株
だ
増
て
理
つ
専
姥
以
文
之
に
命
守
ザ
之
税

‐
き
ド
淳
理



・
体
翻
め
説‐
一
襲
人
の
言
一
は
無
い
と
逃
大
て

，
そ
の
説
が
道
を
色一す
る
こ
と

の
甚
ｔ
い
ｒ
乾
輪
じ
く
も

′る
つ
て
あ
る
´

ギ̈
朽
〓し
‐‐‐て
ヽ
聖
ス
海
似
・一槌
仔
ｔ
ヂ
一

製
・錫
江
製
牌
髭
ギ
知
燿
静
裁慟軍製
鏡
梅
鱚
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に
は
姉
”
は
「
」
０
副

め‐学
証
わ
“

“
一
わ
棚
颯
れ
一

る‐‐右

¨
一
”
狂
漁
“

〔
満

‐
の

“

歌
論
は
そ
の
古
学
思
想

の
上
か
ら
み
て
も
、
堀
川
学

の
影
響
を
受
け
て
あ
る
こ

´
卜
肇
ビ
丼

力ヽ
で
あ
る
。
一在
満
の
歌
論

に
だ
け
な
古
学
一
一
は
、
征
征

，
き
た

・

辞
学
に
学
ん
ギ
ヽ
わ
で
ｉ
ｔ
く
ｒ
仁
琉
つ
す
壌
学

１‐ょ
つ
碍
た
も
‐の
“
一あ
る
２
層
・

一け”̈一け一「一̈̈
一̈一「一一“̈一̈一一書̈”一一一”

超
え
て
進
ん
ギ
模
学
一
於
け
ち
古
存
脈
つ
憲
撼
２
棋

‐通
す
る
ヽ
の
で
あ
る
ｔ
ｔ



宋
学
を
排
斥
し
て
直
ち
に
沫
測
の
淵
源
に
接
し
よ
う
と
す
る
思
想
は
、
仁
斎

・
・
冷
■
の
二

‐‐首
つ
歌
せ
い
そ
つ
ｉ
憶
、
急
迫
絆
詢
砕
唸
ち
輌

‐を
法
“
イ
■
は

ず
　
ば
」
「暉
楔
〓
柄
の
大

‐野
に
罰
な
め
て
潮
磁
な
が
あ
■

‐み
や
お
く
ら
ん
ヽ

一
一
「
歌
の
書
め
ち
く
さ
い
つ
ｔ

ｉき
‐宿

‐り
や
・る
ｆ
船
の
部
は
わ
け
れ
や
は
す

一
ち
一・
一

‐‥ど
２
小
３
べ
ｔ
¨
ヵ、
ゝ
れ
ば
ヽ
つ
づ
力、
ら
一
‥古
以
後
一っ
颯

――体
２
■

・て
い　

‐そ
の

ｉ功
一悧

‐性
セ
塔
ｉ
ｔ

・た
の
・驚
い
落
喘
つ
蠍
輪
た
ヽ
心
ｔ
・薇
極
め
て
重
要
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な
思
想
で
あ
り
、
こ
の
特
色
は
実
学
思
想
に
抵
抗
し
て
い
和
歌
の
芸
術
性
を
消

極
的
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
従
来
厨
ば
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ

る
。
然
し
そ
れ
は
結
果
に
於
ド
て
実
学
思
想
か
ら
離
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
も
、

事
実
は
、
実
学
思
想
の
上
に
立
つ
て
、
作
詩
を
実
用
に
は
益
の
な
い
雅
翫
で
あ

る
と
す
る
仁
斎

・
の
思
想
の
感
化
を
受
け
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
在
満
も

ま
た
実
学
思
想
の
上
か
ら
知
歌
の
実
利
的
な
効
用
を
否
定
し
て
、
こ
れ
を
詞
花

言
葉
つ
翫
び
と
し
た
。
で
ぁ
る
と
計
は
れ
、
そ
の
こ
と
が
≡
づ
力、
ら
和
歌
の
芸

術
性
を
認
め
た
ゃ
テ
な
結
果
に
な
つ
て
み
る
の
で
あ
る
。
仁
斎
の
思
想
の
影
響

之
い
〓
点
か

。ら
み
れ
ば
、
在
揃
が
実
学
思
想
か
ら
離
れ
て
和
歌
の
芸
術
性
を
認

め
た
が
故
に
、
そ
の
功
剰
性
を
杏
定
ｔ
ｉ
之
い
ふ
論
は
、
む
し
ろ
本
末
を
顛
倒

し
た
逆
の
考
へ
方
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

在
満
の
歌
論
に
対
し
、
日
安
宗
武
が

「国
歌
八
論
余
言
」
英
他
を
書
き
、
大

菅
中
養
父
が

「国
歌
八
論
斥
非
」
を
書
い
て
反
駁
し
た
の
は
、
も
と
よ
り
種
々

の
問
題
に
亘
つ
て
で
あ
る
が
、
在
満
の
歌
論
に
お
け
る
堀
川
学
的
な
見
解
に
関

し
て
非
難
の
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
所
が
大
き
い
の
は
、
特
に
注
意
を
要
す
る
事
実

で
あ
る
。
宗
武
は
朱
子
学
か
ら
、
中
養
実
は
古
文
辞
学
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
強
い

影
響
を
受
け
て
ゐ
て
、
彼
ら
は
各
々
ｂ
信
泰
す
る
漢
学
思
想
の
相
違
か
ら
、
在

満
の
見
解
に
対
し
て
異
見
を
述
べ
た
点
が
認
め
ら
れ
る

（議
二
）。

「国
歌
八

論
」
を
中
心
と
す
る
論
争
を
考
察
す
る
に
察
し
て
、
在
満
の
歌
論
に
堀
川
学
派

の
思
想
の
影
響
の
あ
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
大
な
意
義
を
有
す
る
問
題
で
あ
る

と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
一　
　
　
　
　
‘
　
　
　
一

ｉ
一
、
井
上
哲
次
郎
氏
著

「日
本
古
学
派
の
哲
学
」
五
一
七
買
参
照
。

ゼ
｝ｔ
斃
れ
鍵
晦
辟
一いな一号（議蔭文学箕

附
記
。
古
義
堂
文
庫

の

「
初
見
帳
」
な
ど

の
調
査
に
当

つ
て
は
、
中
村
幸
彦

●
氏
に
何
か
と
御
配
慮

に
預
う
た
。

こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
上
げ
る
。

―
―

大
阪
大
学
教
授

―
―




