
Title 心敬連歌論の課題 : その付合論序説

Author(s) 田中, 裕

Citation 語文. 1955, 14, p. 19-31

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68475

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



心

敬

連

歌

論

の

課

題

―

そ

の

付

合

論

序

説
―

一

心
敬
の
連
歌
論
に
は
二
の
著
し
い
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。　
一
は
、
そ
れ
が
単

に
連
歌
に
関
す
る
論
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
良
基
以
来
の
連
歌
論
に
支
配
的

な
傾
向
の
一
で
あ
る
和
歌
連
歌

一
体
説
を
徹
底
さ
せ
て
、
両
者
を
究
極
に
お
い

て
統

一
す
る
一
体
と
し
て
の

「詩
」
の
観
念
に
到
達
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
。

一
は
、
中
世
文
学
が
不
断
に
関
心
し
て
き
た
、
文
学
と
仏
教
と
を
一
元
的
に
捉

へ
る
立
場
、
方
法
の
発
見
に
つ
い
て
、
最
も
優
れ
た
成
果
の
一
を
示
し
て
ゐ
る

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
し
、
ま
た
か
う
し
た

心
敬
の
特
色
は
、
従
来
の
心
敬
研
究
の
主
題
と
な
つ
て
ゐ
る
幽
玄
。
艶
。
さ
び

・
ひ
え
等
の
審
美
論
や
修
行
・
稽
古
論
に
お
い
て
、
や
は
り
最
も
象
徴
的
な
表

現
を
え
て
ゐ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
適
当
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。

だ
が
、
こ
の
や
う
に
い
へ
ば
彼
が
連
歌
論
で
扱
つ
た
も
の
は
連
歌
と
い
ふ
よ

り
、
む
し
ろ
一
般
に
詩
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
詩
は
人
間
の
一
の
優

れ
た
表
現
活
動
で
あ
る
と
い
ふ
よ
り
、
人
間
そ
の
も
の
ヽ
根
木
的
な
在
り
方
を

自
証
す
べ
き
も
の
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
点
で
、
も
は
や
連
歌
論
と

の
み
規
定
し
き
れ
な
い
も
の
が
あ
つ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
一

層
重
要
な
点
は
、
こ
の
や
う
な
彼
の
い
は
ゞ
「詩
論
」
も
所
詮
連
歌
論
と
し
て

田

中

裕

語
ら
れ
る
外
は
な
か
つ
た
の
で
あ
り
、
連
歌
と
い
ふ
特
定
の
一
形
式
に
媒
介
さ

れ
る
こ
と
な
し
に
は
彼
の
思
想
も
決
し
て
あ
の
や
う
な
形
で
は
成
熱
し
な
か
つ

た
で
あ
ら
う
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
へ
る
の
で
あ
る
。
い

ひ
か
へ
れ
ば
連
歌
と
は
、
彼
が
そ
の
詩
論
を
語
る
上
で
利
用
し
た
ば
か
り
の
任

意
な
形
式
で
は
な
く
、　
却
つ
て
こ
の
特
異
な
形
式
の
性
質
を
熟
視
し
、　
熟
考

し
、
そ
れ
に
通
達
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
前
述
の
や
う
に
、　
一
方
で
は

歌
論
の
伝
統
を
そ
の
最
も
深
層
で
摂
取
し
、
そ
の
最
も
優
れ
た
継
承
者
と
な
り

え
た
の
で
あ
る
し
、　
一
方
で
は
篤
信
の
一
僧
侶
で
あ
る
彼
の
宗
教
思
想
が
そ
の

ま
ま
で
よ
く
文
学
思
想
に
転
じ
、
あ
の
や
う
に
強
烈
な
詩
へ
の
信
頼
に
到
達
し

た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
文
学
思
想
と
連
歌
形

式
と
の
間
に
は
非
常
に
見
事
な
適
応
と
相
即
が
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
従
つ
て

置
々
い
は
れ
る
や
う
に
、
心
敬
の
連
歌
論
が
中
世
文
学
論
の
弯
隆
と
も
い
ふ
ベ

き
位
置
を
占
め
、　
一
般
に
中
世
の
文
学
思
想
・
感
情
の
最
も
純
粋
か
つ
深
め
ら

れ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
が
正
し
い
と
し
て
も
、
そ
の
意
義
は
彼
が
到
達
し
た
右

の
や
う
な
連
歌
的
と
い
ふ
よ
り
詩
論
的
状
態
を
一
般
的
に
解
明
す
る
と
い
ふ
こ

と
だ
け
で
は
尽
せ
な
い
―
―
い
ひ
か
へ
れ
ば
従
来
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、

彼
の
審
美
論
を
そ
の
審
美
的
観
念
の
純
粋
さ
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
修
行

・
稽

古
論
に
関
し
て
い
へ
ば
、
制
作
す
る
主
体
が
自
己
や
対
境
に
対
し
て
も
つ
関
係



を
い
か
に
深
く
自
覚
し
て
ゐ
る
か
に
つ
い
て
、
他
の
中
世
文
学
思
想
と
比
較
し

つ
ヽ
そ
の
優
劣
を
語
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
は
真
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
や
う

な
―
―
重
要
な
問
題
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

連
歌
形
式
、
そ
れ
は
単
に
形
態
の
み
で
な
く
、
こ
の
形
態
に
よ
つ
て
形
作
ら

れ
て
ゐ
る
文
学
性
の
質
を
も
含
め
て
考
へ
る
の
で
あ
る
が
―
―
そ
れ
が
中
世
の

社
会
や
そ
の
思
想
・
感
情
に
対
し
て
、
あ
る
必
然
的
関
係
に
立
つ
て
ゐ
る
こ
と

は
連
歌
史
の
展
開
を
顧
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ま
た
単
に
必
然
的
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
中
世
の
主
導
的
な
思
想
・
感
情
の
形
成
に
つ
い
て
最
も
高
度

な
機
能
を
果
し
て
ゐ
る
こ
と
も
、
当
時
の
作
品
を
通
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ら
う
。
さ
う
い
ふ
特
定
の
、
そ
し
て
勝
義
に
お
い
て
中
世
的
な
文
学

形
式
に
対
し
、
心
敬
の
論
が
い
か
に
内
的
に
か
ヽ
は
り
、
結
合
し
て
ゐ
る
か
、

さ
う
い
ふ
意
味
で
い
か
に
真
に
中
世
文
学
論
と
よ
ば
れ
う
る
も
の
で
あ
つ
た
か

と
い
ふ
こ
と
が
、
私
の
い
ふ
残
さ
れ
た
問
題
な
の
で
あ
る
。
文
学
形
式
が
意
義

を
も
つ
の
は
、
こ
の
や
う
な
時
代
や
個
人
の
思
想
・
感
情
を
造
型
す
る
際
の
内

的
な
、
し
か
し
極
め
て
現
実
的
な
関
係
に
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、
当
時
に
お
い

て
文
学
形
式
と
し
て
の
連
歌
が
い
か
に
自
覚
さ
れ
、
把
握
さ
れ
て
ゐ
た
か
を
い

ふ
こ
と
は
連
歌
史
研
究
の
よ
く
す
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
作
品
研
究
に

属
す
る
の
で
も
な
く
、
連
歌
論
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
う
い
ふ
意
味

で
心
敬
の
所
説
は
良
基
の
そ
れ
と
共
に
、
非
常
に
優
れ
た
範
例
を
我
々
に
示
す

も
の
と
い
へ
る
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
私
が
本
稿
で
叙
述
し
よ
う
と
す
る
の
は
、　
彼
の
連
歌
論
が
一
往

「詩
論
」
的
、　
一
般
的
な
思
索
に
到
達
し
て
ゐ
る
の
に
も
拘
は
ら
ず
、
さ
う
い

ふ
思
索
が
連
歌
形
式
を
通
し
て
行
は
れ
、
そ
の
中
で
こ
そ
は
じ
め
て
さ
う
い
ふ

も
の
と
し
て
具
体
的
に
確
認
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
、
最
も
「連
歌
論
」

的
な
課
題
に
関
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
連
歌
形
式
の
も
つ
中
世
的
意
義
や
役
割
を

か
な
り
徹
底
し
て
導
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
課
題
で
あ
ら
う
が
、
同
時
に
ま
た

連
歌
と
い
ふ
こ
の
特
異
な
形
式
―
―
そ
れ
と
類
似
の
形
式
さ
へ
も
は
や
現
代
の

文
学
中
に
は
見
出
し
え
な
い
た
め
に
、
そ
の
世
界
へ
の
人
口
を
見
つ
け
る
こ
と

が
す
で
に
非
常
に
困
難
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
の
形
式
の
本
質
を
一
般
的
に
理
会
す

る
上
に
も
、
豊
か
な
示
唆
を
含
む
も
の
と
思
は
れ
る
。

こ
の
や
う
に
心
敬
の
連
歌
論
は
、

「連
歌
」
の
も
つ
歴
史
的
意
義
、
役
割
を

考
察
し
た
り
、
こ
の
形
式
の
も
つ
特
質
を
理
論
的
に
把
握
し
よ
う
と
試
み
る
上

で
、
最
も
優
れ
た
資
料
と
な
る
に
ち
が
ひ
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
点
は

中
世
の
ひ
き
あ
け
、
連
歌
の
確
立
期
に
、
や
は
り
そ
れ
と
し
て
優
れ
た
連
歌
論

を
残
し
て
ゐ
る
良
基
に
つ
い
て
も
い
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
共
に
、

中
世
文
学
と
し
て
の
連
歌
の
意
義
、
役
割
、
ま
た
そ
の
特
質
を
そ
れ
ぞ
れ
深
く

反
省
し
な
が
ら
、
し
か
し
た
と
へ
ば
和
歌
連
歌

一
体
説
に
つ
い
て
も
、
か
な
り

の
ひ
ら
き
を
も
ち
、
展
開
を
見
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
良
基
に
つ
い
て
は
、
本

稿
と
同
様
な
観
点
か
ら
前
に
一
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
な
罐
一
、
改
め
て
は
ふ

れ
な
い
が
、
た
ゞ
右
の
良
基
論
を
承
け
る
方
が
叙
述
の
便
宜
も
多
い
と
思
は
れ

る
の
で
、
本
稿
は
、
心
敬
が
良
基
の
懐
い
た
連
歌
木
質
観
か
ら
自
説
を
分
つ
点

に
ま
づ
留
意
し
な
が
ら
、
叙
上
の
課
題
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
ふ
。

二

さ
て
良
基
の
連
歌
論
に
お
い
て
は
、
具
体
的
に
二
の
課
題
が
追
究
さ
れ
て
ゐ

る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。　
一
は
や
は
り
連
歌
和
歌
の
一
体
化
、
即
ち
連
歌
を

和
歌
に
比
肩
し
う
る
文
学
と
し
て
確
立
す
る
た
め
に
、
和
歌
を
基
準
と
し
て
形

作
ら
れ
た
文
学
的
世
界
の
中
に
連
歌
を
摂
取
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、　
一

は
連
歌
和
歌
の
類
別
、　
即
ち
連
歌
が
和
歌
に
対
し
て
も
つ
独
自
性
や
、　
と
り

わ
け
そ
の
新
し
さ
の
諸
性
格
を
両
者
の
対
照
に
お
い
て
究
明
す
る
こ
と
で
あ
つ



た
。
し
か
し
類
別
と
い
つ
て
も
そ
れ
は
前
者
の
文
学
的
世
界
内
部
で
の
差
別
に

外
な
ら
な
か
つ
た
の
で
、
右
の
二
つ
の
方
向
は
必
ず
し
も
対
極
的
に
は
考
へ
ら

れ
て
ゐ
な
い
に
も
拘
は
ら
ず
、
後
者
は
自
律
的
に
、
か
な
り
強
く
そ
の
主
張
を

貫
徹
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
た
め
に
、
例
へ
ば
文
学
論
と
し
て
割
合
普
遍
的
に
通

用
す
る
と
思
は
れ
る
審
美
論
や
風
体
諭

（歌
論
に
お
け
る
）
上
の
諸
観
念
さ
へ

必
ず
し
も
そ
の
ま
ヽ
彼
の
連
歌
論
に
踏
襲
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
新
た
に
連
歌

特
有
の
観
念
が
創
出
さ
れ
、
附
加
さ
れ
て
ゐ
る
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
ま
し
て
連
歌
形
式
の
最
も
著
し
い
特
色
で
あ
る
形
態
上
の
機
能
―
―
各
句

の
相
対
的
な
独
立
性
と
そ
の
連
鎖
性
、
と
い
ふ
同
時
に
充
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

二
種
の
機
能
が
、
和
歌
連
歌

一
体
説
に
よ
つ
て
弱
め
ら
れ
る
こ
と
は
ま
づ
な
か

つ
た
と
い
つ
て
よ
い
。
そ
れ
は
門
弟
梵
灯
庵

・
了
俊
に
お
い
て
も
さ
う
な
の
で

あ
る
。

し
か
し
心
敬
に
至
る
と
そ
の
点
に
つ
い
て
、
著
し
い
変
化
を
思
は
せ
る
言
葉

が
現
れ
て
く
る
。

「指
合
ひ
、
嫌
物
な
ど
こ
そ
侍
れ
、
上
下
の
鎖
り
ざ
ま
つ
ゆ
ば
か
り
も
た
ま

し
ひ
歌
に
変
り
侍
ら
ば
、
連
歌
に
て
は
あ
る
べ
か
ら
ず
や
」
（所
々
返
答
第
三
）

と
か
、「連

歌
は
必
ず
上
旬
を
い
ひ
残
し
て
下
旬
に
ゆ
づ
り
、
下
旬
に
い
ひ
は
て
ず

し
て
上
旬
に
言
は
せ
は
つ
べ
き
物
と
見
え
た
り
。
お
の
ノ
ヽ
に
い
ひ
は
て
た
る

（
注
二
）

旬
に
は
感
情
秀
逸
な
か
る
べ
し
と
い
へ
り
六
さ
ゝ
め
ご
と
上
）

と
い
ふ
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
や
う
な
文
言
を
そ
の
字
句
の
通
り
に
読
み
と
れ
ば
、
和
歌
連
歌

一
体
の

思
想
は
遂
に
連
歌
形
態
の
特
質
そ
の
も
の
を
震
憾
す
る
と
こ
ろ
ま
で
徹
底
さ

れ
、
む
し
ろ
両
者
の

「
一
致
」
説
に
至
つ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、

我
々
は
第

一
に
こ
こ
で
「
た
ま
し
ひ
歌
に
変
り
侍
ら
ば
」
と
語
ら
れ
た
そ
の
「歌
」

が
広
く
歌

一
般
を
意
味
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
あ
る
特
定
の
歌
の
観
念
が
指
定

さ
れ
て
ゐ
る
の
か
を
考
へ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
第
二
に
心
敬
が
こ
の

種
の
言
葉
を
吐
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
当
時
の
連
歌
状
況
の
歴
史
的
省
察
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
改
め
て
間
ふ
ま
で
も
な
く
、

集
と
し
て
は
新
古
今
。
作
者
と
し
て
は
同
集
中
の
諸
名
家
、
こ
と
に

「慈
鎮
和

街
、
定
家
、
家
隆
な
ど
の
風
六
岩
橋
跛
）
で
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
も

そ
れ
ら
は
彼
に
と
つ
て
文
字
通
り
空
前
絶
後
の
も
の
と
思
は
れ
た
の
で
、
凡
そ

完
全
な
詩
の
観
念
、
絶
対
的
な
詩
の
規
準
が
そ
こ
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
連
歌
形
態
に
対
す
る
前
述
の
や
う
な
規
定
も
ま
た
、
こ
の
観
念

ｏ
規
準
か
ら
考
察
さ
れ
ね
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
次
に
連
歌
状
況
に
つ

い
て
い
へ
は
、　
彼
は
連
歌
史
を
三
区
分
し
て
、

「
上
古
」、

「中
古
」
ま
た
は

「応
永
の
比
」
以
後
、
「近
き
世
」
ま
た
は

「永
享
の
比
」
以
後
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
の
作
風
や
そ
の
期
の
主
要
作
家
に
つ
い
て
厳
し
い
批
判
を
下
し
た
結
果
、

そ
れ
ら
の
い
づ
れ
に
も
少
か
ら
ぬ
欠
陥
を
認
め
た
の
で
、
す
べ
て
期
待
を
未
来

に
つ
な
が
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
し
、
ま
た
深
く
自
身
に
課
す
る
と
こ
ろ
も
あ
つ

た
や
う
で
あ
る
。
和
歌
史
に
お
け
る
新
古
今
時
代
に
向
け
ら
れ
た
あ
の
傾
倒
に

比
べ
る
と
、
連
歌
史
に
対
す
る
右
の
評
価
は
ま
こ
と
に
鮮
明
な
対
照
を
示
し
て

ゐ
る
が
、
し
か
し
連
歌
史
に
対
し
て
彼
の
不
満
と
し
た
も
の
が
何
で
あ
つ
た
か

は
、
例
へ
ば
彼
以
前
に
直
ち
に
続
く
中
古
の
中
心
人
物
梵
灯
庵
に
つ
い
て
、

「前
句
の
心
を
ば
忘
れ
、
た
ゞ
我
句
の
み
面
白
く
飾
り
立
て
、
前
句
の
眼
を

ば
失
へ
り
。
其
比
よ
り
諸
人
偏
に
前
の
句
の
心
を
ば
尋
ね
ず
、
た
ゞ
並
べ
置
き

侍
る
と
見
え
た
り
。
此
道
は
前
の
旬
に
我
句
の
た
ま
し
ひ
は
あ
る
べ
し
や
六
所

々
返
答
第
二
）

と
評
し
て
ゐ
る
言
葉
が
十
分
に
語
つ
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
は
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
只
今
の
連
歌
状
況
が
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
か
う
し
た
現
状
批
判
が



ま
た
一
に
前
述
の
よ
う
な
彼
の
運
歌
に
対
す
る
把
握
の
仕
方
を
深
く
規
定
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
も
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
こ
の
や
う
に
、
心
敬

が
和
歌
乃
至
歌
論
史
に
お
い
て
見
出
し
た
理
念
的
な
も
の
と
、
連
歌
史
か
ら
学

び
と
つ
た
現
実
的
課
題
と
が
、
彼
の
和
歌
連
歌

一
体
説
を
あ
の
や
う
に
も
つ
き

つ
め
さ
せ
、
ま
た
そ
の
内
容
を
独
自
に
充
実
さ
せ
る
に
あ
づ
か
つ
て
ゐ
る
こ
と

こ
そ
理
会
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
か
う
考
へ
る
と
心
敬
の
一

体
説
の
実
態
は
や
う
や
く
鮮
明
に
照
し
出
さ
れ
て
く
る
。

即
ち
一
に
は
、
各
句
の
相
対
的
な
独
立
さ
へ
抹
殺
す
る
か
と
見
え
た
前
の
文

言
が

「
た
ゞ
我
句
の
み
面
白
く
飾
り
立
て
」
た
当
時
の
連
歌
状
況
に
対
し
て
提

出
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
真
意
は
あ
る
い
は
こ
の
対

立
す
る
両
者
の
綜
合
に
よ
つ
て
、
連
歌
形
態
本
来
の
機
能
の
十
全
な
顕
現
に
あ

つ
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
可
能
性
は
果
し

て
ど
こ
ま
で
の
も
の
で
あ
ら
う
。
あ
る
い
は
や
は
り
和
歌
と
の
一
体
化
に
徹
し

て
、
遂
に
連
歌
形
態
の
特
質
を
否
定
す
る
に
至
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
の

で
あ
る
。
さ
う
し
て
こ
の
疑
間
は
、
前
述
の
や
う
に
彼
の
思
考
の
理
念
的
な
支

へ
で
あ
る
と
と
も
に
、
か
う
し
た
現
状
批
判
の
尺
度
と
も
な
つ
て
ゐ
る
新
古
今

的

・
定
家
的
な
表
現
論
―
―
後
述
の
彼
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

「疎
句
」
的
な
句

の
連
鎖
形
式
が
、
彼
に
お
い
て
如
何
に
解
釈
さ
れ
、
如
何
に
連
歌
本
質
に
か
ヽ

は
ら
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
尋
ね
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ

ら
う
と
思
は
れ
る
。
か
う
考
へ
る
と
、
問
題
は
究
極
に
は
彼
の
付
合
論
に
集
る

わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
に
も
そ
の
付
合
論
は
心
敬
の
思
索
中
、
最
も
独
自
な
、

ま
た
最
も
深
切
な
成
果
を
あ
げ
て
ゐ
る
領
域
で
あ
っ
て
、
彼
に
と
つ
て
付
合
論

と
は
、
む
し
ろ
連
歌
を
通
し
て
考
察
さ
れ
た
詩

一
般
の
形
式
論
と
も
い
は
ゞ
い

ひ
う
る
性
質
を
帯
び
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

次
に
和
歌
連
歌

一
体
説
の
展
開
が
連
歌
の
文
学
性
の
内
実
の
上
に
及
ぼ
し
た

変
化
を
顧
る
と
、
そ
れ
は
了
俊
、
正
徹
を
へ
て
心
敬
に
至
る
と
き
、
懲
、
良
基

か
ら
は
乖
離
し
て
く
る
の
が
見
ら
れ
る
。
良
基
の
所
説
に
つ
い
て
は
嘗
て
詳
述

し
た
や
う
に
、
彼
は
連
歌
の
文
学
と
し
て
の
基
本
的
な
あ
り
方
を

「当
座
の
逸

興
」
と
規
定
す
る
。　
従
つ
て
そ
の
文
学
性
は
当
座
性
、　
逸
興
性
と
し
て
示
さ

れ
、
「
お
も
し
ろ
さ
」
ｏ
「花
」
等
の
審
美
観
念
に
結
実
す
る
の
で
あ
る
が
、　
そ

れ
は
和
歌
を
規
定
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
兼
日
性
・
沈
思
性
、

「幽
玄
」
等

の
諸
性
格
に
ま
さ
に
対
照
さ
れ
る
も
の
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
創

作
、
鑑
賞
、
批
評
に
際
し
て
連
歌
が
形
作
る
場
の
独
特
の
あ
り
方
、
叉
そ
れ
と

相
即
す
る
特
殊
な
意
識
形
態
や
審
美
性
を
端
的
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

形
態
そ
の
も
の
の
特
質
と
も
密
接
に
聯
関
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
連
歌
と
い

ふ
形
式
が
あ
の
一
定
の
時
代
に
発
生
し
か
つ
展
開
を
と
げ
た
理
由
と
意
義
と
を

最
も
よ
く
理
会
さ
せ
る
規
定
で
あ
つ
た
と
い
は
れ
よ
う
。
従
つ
て
そ
れ
は
単
に

良
基
個
人
の
見
解
で
あ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、　
一
般
に
、
連
歌
と
い
ふ
新
文
学

に
固
有
の
内
実
が
そ
こ
に
披
涯
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
つ
て
も
差
支
は
な
か
つ
た
と

さ
へ
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
心
敬
は
所
々
返
答
第
三
状
で
、

「近
き
世
の
風
雅
も
太
刀
。
銀
造
・
か
け
う
つ
ぼ
の
み
と
見
え
侍
り
。
自
他

の
好
士
、
面
白
奇
特
の
と
こ
ろ
ま
で
を
聞
き
得
、
見
し
り
侍
る
や
。
（中
略
）俊

成
卿
俊
頼
の
歌
を
難
じ
て
い
へ
り
、
俊
頼
は
す
べ
て
歌
を
し
ら
ぬ
作
者
也
。
そ

の
故
は
毎
座
ノ
ヽ
に
面
白
、　
好
も
し
き
歌
の
み
詠
じ
侍
れ
ば
也
と
の
た
ま

へ

る
、
有
難
き
言
葉
也
。
艶
に
、　
一
ふ
し
の
物
は
か
な
き
方
の
を
く
れ
た
る
事
を

い
へ
る
な
る
べ
し
」
と
記
し
、
ま
た

「大
方
の
好
士
い
か
ば
か
り
気
を
先
と
し
て
、
た
だ
舌
の
■
に
句
を
易
く
申

侍
る
を
高
名
と
思
ひ
侍
る
と
也
。
更
に
他
人
の
幽
玄
秀
逸
も
、
あ
や
ま
ち
を
も

分
別
修
行
に
及
ば
ず
、
ひ
と
へ
に
当
座
の
観
ま
で
と
見
え
侍
る
や
」
（苔
庭
）



と
論
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
も

「面
白
」
・
「当
座
の
範
」
は
、
や
は
り

「艶

に
、　
一
ふ
し
の
物
は
か
な
き
方
」
や

「幽
玄
」
に
対
置
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

が
、
却
つ
て
痛
烈
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
後
者
の
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
の

が
見
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
後
者
が
新
古
今
前
後
に
お
い
て
理
念
的
に
達
成
さ
れ

た

（具
体
的
に
は
そ
れ
以
後
、
心
敬
の
師
正
徹
ま
で
の
間
に
も
か
な
り
の
変
遷

が
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
が
）
歌
論
の
吉
典
思
想
で
あ
る
こ
と
に
疑
間
の
余
地
は

な
く
、
前
述
の
心
敬
の
新
古
今
絶
対
説
を
最
も
具
体
的
に
解
説
す
る
文
言
で
あ

る
と
い
つ
て
も
よ
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
さ
う
と
す
れ
ば
彼
の
説
は
、
良
基
に
お

い
て
一
往
確
立
せ
ら
れ
た
連
歌
の
自
律
性
や
、
ま
た
そ
の
発
展
へ
の
希
ひ
を
、

和
歌
的
古
典
的
方
向
に
転
廻
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
挫
折
さ
せ
た
と
見
ら
れ
る

の
で
は
な
か
ら
う
か
。

尤
も
か
う
し
た
方
向
と
て
突
然
の
も
の
で
は
な
く
、
良
基
に
お
い
て
も
す
で

に
そ
の
連
歌
・
和
歌
類
別
論
が
一
体
論
に
圧
倒
さ
れ
る
傾
き
の
あ
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
し
、

「
お
も
し
ろ
さ
」
の
内
容
自
体
に
も
心
敬
的
方
向
へ
の
傾
斜

は
指
摘
さ
れ
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
了
俊
以
後
に
な
る
と
一
層
さ
う
で
あ
る

が
、
更
に
湖
つ
て
長
連
歌
が
そ
の
発
生
期
に
お
い
て
胚
胎
し
て
ゐ
る
有
心
的
方

向
が
心
敬
の
徹
底
に
ま
で
到
る
経
過
を
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
辿
る
事
さ
へ
む

つ
か
し
く
な
い
で
あ
ら
う
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
右
の
心
敬
説
を
連
歌
形
式

の
自
律
性
と
い
ふ
点
に
即
し
て
考
へ
る
限
り
、
良
基
が
少
く
と
も

一
面
に
お
い

て
は
正
当
に
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
た
こ
の
形
式
特
右
の
文
学
性
の
あ
り
方
を

そ
の
方
向
に
推
進
さ
せ
、
成
熟
さ
せ
る
代
り
に
、
却
つ
て
摘
み
取
つ
た
と
い
ふ

批
難
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
も
と
よ
り
か
う
し
た
心
敬
の
徹
底

を
、
室
町
時
代
様
式
―
―
種
々
の
新
興
文
芸
を
究
極
に
お
い
て
古
典
化
の
方
向

に
成
熟
さ
せ
、
完
成
さ
せ
て
い
つ
た
時
代
の
意
欲
―
―
が
連
歌
論
に
顕
現
し
た

も
の
と
し
て
客
観
的
に
理
会
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
し
か
し
連
歌
乃
至

連
歌
論
史
を
批
判
的
に
評
価
し
て
ゆ
く
さ
き
の
視
点
は
あ
く
ま
で
必
要
で
あ

り
、
そ
の
限
り
で
か
う
し
た
批
難
は
ま
ず
容
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思

は
れ
る
。

こ
の
や
う
に
心
敬
が
良
基
の
主
張
し
た
連
歌
的
半
面
を
排
棄
し
た
以
上
一
体

説
的
な
他
の
半
面
に
つ
い
て
一
層
徹
底
し
た
者
と
な
つ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の
発
展
は
、
俊
成
を
理
論
的
支
柱
と
し
た
良
基
に
対
し
て
、
心
敬

が
定
家
的
・
新
古
今
的
理
論
、
作
風
を
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
俊
成
を
超
え
て
一
層

意
識
的
、
批
判
的
に
純
粋
な
理
論
で
あ
り
、
作
風
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
の
そ
れ
ら

を
特
定
の
規
準
と
し
て
選
び
と
っ
た
事
実
に
、
極
め
て
的
確
に
反
映
し
て
ゐ
る

と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
心
敬
は
連
歌
を
、
そ
の
文
学
性
に
関
し
て

嘗
て
な
い
厳
格
な
審
間
の
前
に
立
た
せ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
連
歌
が
自

己
を
広
く
文
学
乃
至
は
詩
と
し
て
省
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
追
ひ
こ

ん
だ
も
の
と
い
ふ
べ
く
、
す
で
に
連
歌
乃
至
連
歌
論
固
有
の
領
域
を
ふ
み
こ
え

た
も
の
と
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
事
実
は
さ
う
で
な
く
、
彼
の
叙
上
の

や
う
な
文
学
性
の
追
究
の
仕
方
と
連
歌
形
式
と
の
間
に
は
な
ほ
い
さ
さ
か
の
乖

離
も
見
出
せ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
、
良
基
に
お
い
て
「当
座
の
逸
興
」

と
連
歌
形
式
と
の
間
に
張
り
わ
た
さ
れ
て
ゐ
た
あ
の
自
然
な
聯
関
に
代
つ
て
こ

ゝ
で
は
別
の
、
新
た
に
意
識
さ
れ
た
聯
関
が
確
立
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
へ
る
の
で

あ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
良
基
に
お
い
て
は
、
文
学
性
と
し
て
の
「お
も
し
ろ
さ
」

。
「花
」
と
、
形
態
と
し
て
の
付
合
性
と
、
更
に
は
文
学
の
成
立
す
る
場
と
い

ふ
べ
き
座
・
衆
と
、
こ
の
三
者
の
間
に
発
生
的
な
、
そ
の
意
味
で
自
然
な
結
合

が
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
心
敬
は
そ
の
第

一
要
素
を
否
定
し
て
、

「幽
玄
」

に
代
へ
な
が
ら
、
却
つ
て
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
他
の
二
者
と
の
間
の
真
に
必
然

的
な
結
合
を
自
覚
す
る
に
至
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

心
敬
に
お
け
る
こ
の
三
の
要
素
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
に
も
有
意
義
な
課
題
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と
し
て
扱
ひ
う
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
連
歌
論
を
最
も
特
色
づ
け
、
ま

た
そ
の
思
索
の
美
し
さ
を
嘆
賞
さ
せ
さ
へ
す
る
も
の
は
、
こ
の
三
者
の
統

一
に

よ
つ
て
形
成
さ
れ
て
ゐ
る
第
二
の
新
し
い
連
歌
像
で
あ
る
。
い
か
に
も
心
敬
の

思
考
の
批
議
さ
れ
る
点
は
前
述
の
や
う
に
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
し
か
し
そ
れ

に
も
拘
は
ら
ず
中
世
的
思
想
・
感
情
を
あ
く
ま
で
連
歌
形
式
に
即
し
て
文
学
に

ま
で
形
象
化
し
よ
う
と
し
た
、
さ
う
い
ふ
一
の
典
型
的
場
合
と
し
て
評
価
さ
れ

る
こ
と
は
良
基
に
お
と
ら
ず
、
心
敬
の
論
に
は
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
私
は
心
敬
の
和
歌
連
歌
一
体
説
を
良
基
の
そ
れ
と
聯
関
さ
せ
つ
ゝ
省

み
る
こ
と
に
よ
つ
て
二
の
課
題
を
選
び
出
し
た
。　
一
は
、
連
歌
形
態
の
特
質
と

し
て
の
各
句
の
相
対
的
な
独
立
性
と
連
鎖
性
と
―
―
簡
明
に
い
へ
ば

「き
れ
」

と

「
つ
ゞ
き
」
と
を
彼
が
如
何
に
把
握
し
て
ゐ
る
か
、
そ
れ
は
単
な
る
「き
れ
」

の
否
定
に
了
つ
た
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
二
は
、
彼
の
文
学
理
念
と

見
ら
れ
る

「幽
玄
」
が
如
何
に
連
歌
形
式
そ
の
も
の
に
即
し
て
把
握
さ
れ
て
ゐ

る
か
と
い
ふ
課
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
所
詮
、

「付
合
」
と
一
般
に
文
学
、

詩
と
し
て
見
ら
れ
た
連
歌
と
の
間
の
深
い
相
即
と
い
ふ
課
題
に
究
極
す
る
も
の

で
、
必
ず
し
も
別
の
も
の
で
な
い
。
前
者
は
私
の
心
敬
論
の
主
題
で
あ
る
次
稿

付
合
論
に
ゆ
づ
り
、
ま
づ
、
そ
の
前
提
と
も
な
る
後
渚

「幽
玄
」
の
問
題
か
ら

は
じ
め
て
ゆ
か
う
と
思
ふ
。

三

心
敬
つ
幽
玄
説
に
つ
い
て
は
、
従
来
主
と
し
て
審
美
的
視
点
か
ら
考
察
さ
れ

て
き
た
が
、
そ
こ
で
は
彼
の
先
凝
を
な
す
諸
歌
論
、
た
と
へ
ば
定
家
偽
書
群
や

師
正
徹
の
幽
玄
説
等
と
の
関
係
を
は
じ
め
、
「心
の
艶
」
ｏ
「
ひ
え
」
。
「さ
び
」等

と
い
ふ
彼
の
所
説
を
特
色
づ
け
る
諸
内
実
に
至
る
ま
で
、
種
々
の
論
義
が
重
ね

ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
先
学
の
考
察
に
対
し
て
は
、
私
に
さ
ほ
ど
の
異
論
も

な
く
、
こ
と
に
前
述
の
課
題
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
よ
う
と
す
る
本
稿
の
場
合

で
は
一
層
そ
れ
に
立
ち
入
る
必
要
を
認
め
な
い
。
必
要
な
の
は
、
表
現
論
と
し

て
み
ら
れ
た

「幽
玄
」
で
、
そ
の
構
造
を
最
も
特
徴
的
に
規
定
し
て
ゐ
る
と
見

ら
れ
る
有
心
的
性
格
で
あ
る
が
、
つ
い
で
そ
れ
と
聯
関
し
て
狭
義
の
表
現
論
的

な
心
、
更
に
姿
の
説
に
及
ん
で
、
彼
の
幽
玄
の
特
質
を
考
へ
た
い
と
思
ふ
。

心
敬
は

「幽
玄
秀
逸
」
と
か

「有
心
幽
玄
」
等
の
語
を
用
ひ
て
ゐ
る
が
、
ま

た
幽
玄
体
と
い
ふ
一
体
も
掲
げ
て
ゐ
て
幽
玄
に
極
め
て
重
要
な
意
義
を
あ
た
ヘ

て
ゐ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
当
時

一
般
の
傾
向
で
あ
つ
た

が
、
こ
と
に
幽
玄
を

「無
上
の
歌
」
と
見
た
師
正
徹
の
思
想
に
最
も
多
く
影
響

さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
彼
の
場
合
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
も
い
は
れ
よ
う
。
し

か
し
彼
が
師
と
同
様
に
、
幽
玄
を
無
上
の
風
体
と
考
へ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
と
な

る
と
所
説
は
あ
い
ま
い
で
、
そ
の
点
は
彼
が
定
家
作
と
し
て
信
奉
し
て
ゐ
た
偽

書
群
に
見
え
る
所
説
の
あ
い
ま
い
さ
、
ま
た
偽
書
相
互
間
の
紛
乱
を
そ
の
ま

・ゝ

反
映
さ
せ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
と
い
へ
る
。　
即
ち
同
じ
　
「さ
ゝ
め
ご

と
」
の
中
で
も
、
あ
る
い
は
三
五
記
に
倣
つ
た
と
お
ぼ
し
く
、
鬼
拉
体
を
歌
の

中
道
と
し
て
引
き
、
あ
る
い
は
愚
秘
抄
に
倣
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
新
古
今
時

代
に
お
け
る
幽
玄
、
有
心
両
体
の
対
立
説
を
紹
介
し
た
上
、
俊
成
・
定
家
等
の

有
心
体
至
極
説
を
尊
重
し
て
、
そ
れ
に
然
る
べ
き
解
釈
を
つ
け
て
ゆ
く
と
い
ふ

有
様
で
あ
る
。
定
家
は
彼
に
と
つ
て
殆
ん
ど
絶
対
の
存
在
だ
つ
た
の
で
、
そ
れ

ら
の
諸
説
は
そ
れ
ぞ
れ
と
し
て
理
会
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
強
ひ
て
そ
の
中
の
い

づ
れ
か
を
批
判
的
に
撰
択
す
る
こ
と
な
ど
、
恐
ら
く
彼
に
は
考
へ
ら
れ
な
か
つ

た
の
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
そ
う
し
た
処
置
の
必
要
を
感
じ
て
も
ゐ
な
か
つ
た
や

う
に
思
は
れ
る
。　
む
し
ろ
彼
の
幽
玄

ｏ
幽
玄
体
に
対
す
る
関
心
の
あ
り
か
は

「さ
て
も
此
道
は
幽
玄
体
を
中
に
も
心
に
と
め
て
修
行
し
侍
る
べ
き
こ
と
に
や
」

と
い
ふ
設
間
に
答
へ
て
、



「古
人
語
り
侍
り
し
。
い
づ
れ
の
旬
に
も
Ｚ
る
べ
き
姿
な
り
。
い
か
に
も
修

行
最
用
な
る
べ
し
」
（さ
ゝ
め
ご
と
よ
）

と
記
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
必
ず
し
も
諸
体
の
中
で
の
極
位
と
は
見
ず
、

「
い
づ

れ
の
旬
に
も
互
る
」
風
体
と
い
ふ
意
味
で
の
最
用
説
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。

だ
が
「
い
づ
れ
の
旬
に
も
互
る
」
と
い
つ
て
も
、
詮
議
す
れ
ば
、
た
と
へ
ば
毎
月

抄
で
各
体
に
互
る
有
心
体
な
ど
と
い
ふ
そ
の
意
味
に
比
定
さ
れ
て
よ
い
の
か
、

あ
る
い
は
同
書
で

「も
と
の
姿
」
と
し
て
幽
玄
体
を
挙
げ
て
ゐ
る
そ
の
意
味
に

当
る
の
か
等
、
種
々
に
考
へ
ら
れ
て
明
瞭
で
な
い
。
し
か
し
右
の
設
間
は
当
時

の
通
念
と
し
て
の
幽
玄
中
心
主
義
を
そ
の
ま
ゝ
象
つ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
彼
の

答
も
ま
た
そ
の
限
り
で
そ
れ
を
肯
定
し
た
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
こ
の
詮
議
も

ま
た
さ
ほ
ど
必
要
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
重
要
な
の
は
通
念
と
し
て
の
さ
う
し

た
幽
玄
最
用
説
に
対
し
て
附
加
さ
れ
た
文
言
で
、
そ
れ
は
前
文
に
つ
ゞ
い
て
、

「さ
れ
ど
も
音
の
人
の
幽
玄
体
と
心
得
た
る
と
、
大
や
う
の
と
も
が
ら
の
思

へ
る
と
、
通
か
に
変
り
た
る
や
う
に
見
え
侍
る
と
な
む
。
古
人
の
幽
玄
と
と
り

お
け
る
は
心
を
最
用
と
せ
し
に
や
。
大
や
う
の
人
の
心
得
た
る
は
姿
の
や
さ
ば

み
た
る
な
り
。
心
の
艶
な
る
に
は
入
り
難
き
道
な
り
」

（さ
ゝ
め
ご
と
上
）

と
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
は
明
ら
か
に
姿
の
や
さ
ば
み
た
る
に
対

し
て
心
に
優
位
が
置
か
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
通
念
と
し
て
の
幽
玄
に
対
し
て

下
し
た
彼
の
厳
し
い
批
判
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
幽
玄
説
に
つ
ゞ

い
て
更
に
、

「ま
た
た
く
ま
し
き
旬
に
も
こ
の
類
あ
る
べ
し
」
と
し
、

「さ
て

は
や
さ
ば
み
た
る
句
と
ま
こ
と
に
艶
な
る
句
と
、
あ
ら
き
と
た
く
ま
し
き
の
分

別
最
用
な
る
べ
し
」
と
説
き
進
め
て
ゐ
る
が
、
こ
ゝ
に

「た
く
ま
し
き
句
」
と

い
ふ
の
は
、
い
は
ゅ
る
定
家
の
十
体
論
で
一
往
幽
玄
と
対
極
的
に
捉
へ
ら
れ
て

ゐ
る
鬼
拉
体
を
さ
す
と
見
て
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
こ
ゝ
で
も
な
ほ

そ
の
体
の
真
伴
を
を
分
つ
規
準
と
し
て
有
心
が
説
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
彼
は
当
時
の
十
体
論
的
秩
序
は
そ
の
ま
ゝ
肯
定
し
つ
ゝ
、
そ
れ
ら
の
各
体

に
互
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
を
成
立
さ
せ
る
根
源
的
契
機
と
し
て
の
心
を
主
張
し
よ
う

と
し
て
ゐ
た
こ
と
が
分
る
。
当
時
の
幽
玄
中
心
主
義
に
反
す
る
と
も
見
ら
れ
る

前
記
愚
秘
抄
の
有
心
体
至
極
説
に
対
し
て
、
彼
が
こ
れ
は
こ
れ
と
し
て
か
な
り

素
直
に
共
感
し
、
有
心
体
を
幽
玄
体
の
上
に
置
い
て
ゐ
る
の
は
、
彼
自
身
の
か

う
し
た
徹
氏
し
た
心
の
自
覚
に
基
く
も
の
で
あ
つ
た
で
あ
ら

，
。
こ
の
有
心
体

に
つ
い
て
、
彼
は
定
家
・
正
徹
の
作
歌
二
首
を
あ
げ
、
こ
と
に
正
徹
の

「身
ぞ

あ
ら
ぬ
秋
の
日
影
の
日
に
そ
へ
て
弱
れ
ば
つ
よ
る
朝
顔
の
花
」
の
歌
を
例
に
引

い
て
、「此

等
の
は
じ
め
の
五
文
字
ま
こ
と
に
人
の
口
を
か
り
侍
ら
ん
作
者
の
思
ひ

よ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
大
方
は

『露
さ
む
き
秋
の
日
影
の
』
に
て
も
幽
玄
至
極

た
る
ヽ
肇
｝が
此
五
文
字
に
て
管
見
し
侍
る
に
、
有
心
体
と
い
へ
る
は
偏
に
心
地

修
行
の
界
に
入
り
は
て
た
る
歌
連
歌
な
る
べ
し
」

（歌
学
大
系
本
さ
ゝ
め
ご
と

下
）

と
説
く
の
で
あ
る
が
、
こ
ゝ
で
は
幽
玄
体
―
―
そ
れ
は
幽
玄
至
極
と
い
は
れ
る

以
上
、
彼
の
い
は
ゆ
る
「心
の
艶
」
を
具
へ
た
勝
義
の
幽
玄
体
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
が
、
そ
れ
よ
り
一
層
優
位
に
立
つ
右
心
体
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
を
り
、

か
つ
両
体
の
差
異
も
わ
づ
か
に
上
五
旬
の
差
異
に
よ
る
も
の
と
し
て
具
体
的
に

指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
を
顧
る
と
心
敬
は
各
体
に
互
る
有
心
の

外
に
、
至
極
の
一
体
と
し
て
の
有
心
を
も
併
せ
認
め
て
ゐ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら

ず
、
そ
の
こ
と
は
直
ち
に
か
の
毎
月
抄
の
所
説
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い

で
あ
ら
う
。
毎
月
抄
の
有
心
論
は
、
二
種
の
有
心
の
聯
関
に
つ
い
て
な
ほ
思
索

の
透
徹
を
欠
く
う
ら
み
が
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
趣
意
は
狭
義
の
表
現
論
以
前
の

心
、
即
ち
作
歌
す
る
主
体
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
根
源
的
な
反
省
を
加
へ
よ
う

と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
つ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
心
敬
の
意
図
も
ま
た
同
様
で
あ
る



と
い
つ
て
よ
い
。
前
に
彼
が
、
「姿
の
や
さ
ば
み
た
る
」
常
の
表
現
論
上
の
幽
玄

に
対
し
て
、
新
た
に
「心
の
艶
」
を
課
題
と
し
て
提
起
し
た
こ
と
を
い
つ
た
が
、

そ
の
心
の
艶
に
つ
い
て
は
別
に
、

「艶
と
い
へ
ば
と
て
偏
に
句
の
姿

・
詞
の
や
さ
ば
み
た
る
に
は
あ
る
べ
か
ら

ず
。
胸
の
中
人
間
の
色
欲
も
う
す
く
、
万
に
あ
と
な
き
こ
と
を
思
ひ
し
め
、
人

の
情
を
忘
れ
ず
、
英
人
の
恩
に
は

一
の
命
を
も
軽
く
思
ひ
侍
ら
ん
人
の
胸
よ
り

出
で
た
る
句
な
る
べ
し
」
（
さ
ゝ
め
ご
と
下
）

と
も
解
説
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
著
名
な
文
言
は
、
有
心
に
対
す
る
右
の

や
う
な
彼
の
意
図
を

一
層
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
。

か
う
考
へ
て
く
る
と
、
彼
の
有
心
体
説
は
も
と
も
と
独
立
し
た
風
体
論
と
し

て
そ
れ
自
身
で
考
察
さ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
却
つ
て
一
般
に
、
表
現
論
の
領

域
に
お
け
る
根
源
的
な
要
請
と
し
て
提
出
さ
れ
た
心
の
問
題
の
派
生
物
と
し
て

扱
は
れ
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
従
つ
て
幽
玄
体
と
の
優
劣
論
に
は
、
右
の
問
題

の
追
究
か
ら
く
る
止
む
を
え
な
い
歪
曲

◆
あ
い
ま
い
さ
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
と
い

は
ね
ば
な
ら
な
い
や
う
に
思
ふ
。
前
述
の
や
う
に
、
彼
は
幽
玄

。
有
心
の
両
体

を
例
歌
を
あ
げ
て
解
説
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
後
で
、

「
い
か
ば
か
り
堪
能
、
幽
玄
の
好
士
も
心
地
修
行
お
ろ
そ
か
な
ら
ん
は
至
り

難
き
道
な
り
と
い
へ
り
ｏ
い
か
に
も
道
を
高
く
思
ひ
、
幽
玄
を
旨
と
し
て
執
心

の
人
、
此
道
の
最
用
な
る
べ
し
と
な
り
」
（
さ
ゝ
め
ご
と
下
）

と
結
ん
で
ゐ
る
。
両
体
に
対
す
る
彼
の
見
解
は
恐
ら
く
こ
ゝ
に
最
も
穏
や
か
に

示
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
従
つ
て
前
に
幽
玄
に
つ
い
て
、

「
い

づ
れ
の
旬
に
も
互
る
べ
き
姿
な
り
」
と
語
ら
れ
た
そ
の
意
味
を
改
め
て
こ
ヽ
で

考
へ
直
す
と
、
そ
れ
は
単
に
基
礎
的
と
い
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
な
く
し
て

は
も
は
や
歌
で
あ
り
え
な
い
、
本
体
と
い
ふ
意
味
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
思

は
れ
る
。
つ
ま
り
当
時
の
通
念
と
し
て
の
そ
れ
に
外
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と

は
幽
玄
の
有
心
化
に
向
け
ら
れ
た
彼
の
厳
し
い
要
請
に
も
拘
は
ら
ず
、
そ
の
範

囲
で
は
い
さ
ゝ
か
も
揺
い
で
ゐ
な
か
つ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
心
敬
の
い
は
ゆ
る

「心
」
は
毎
月
抄
と
同
様
に
、

「偏
に
心
地
修
行
の

堺
に
入
り
は
て
た
る
」
と
い
は
れ
る
や
う
な
特
定
の
境
位
に
表
現
主
体
そ
の
も

の
を
か
ヽ
は
ら
せ
る
、
そ
の
か
ヽ
は
ら
せ
方
の
規
定
で
あ
る
か
ら
、

（
か
う
し

た
心
の
論
を
以
下
か
り
に

「有
心
論
」
と
よ
ん
で
お
く
）
そ
れ
は
直
ち
に
か
の

委
曲
を
尽
し
た
修
行
・
稽
古
論
を
喚
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
や
が

て
は
ま
た
仏
教
連
歌
一
体
説
に
展
開
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
つ
た
。
が
、
そ
れ
と

共
に
ま
た
一
方
で
は
、
か
う
し
た
厳
し
い
有
心
論
が
歌
論
の
い
は
ゆ
る
心
、
即

ち
着
想
ｏ
構
想
な
ど
を
意
味
す
る
狭
義
の
心
や
詞
・
姿
等
の
各
要
素
を
如
何
に

規
定
し
て
ゆ
く
か
と
い
ふ
表
現
論
固
有
の
論
義
を
も
展
開
さ
せ
ず
に
は
お
が
な

い
で
あ
ら
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
へ
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は

以
下
後
者
に
つ
い
て
更
に
追
究
し
て
み
よ
う
と
思
ふ
。

四

さ
う
は
い
つ
て
も
、
彼
の
表
現
論
は
前
述
の
や
う
な
有
心
論
の
厳
し
い
規
定

を
う
け
て
ゐ
る
の
で
、
右
の
三
要
素
や
、
そ
の
相
互
の
聯
関
自
体
に
つ
い
て
は

語
ら
れ
る
こ
と
が
意
外
に
少
く
、
も
し
語
る
と
す
れ
ば

「詞
は
心
の
使
と
い
へ

型
器

肇

鏃

笏
霙

は襴
鍵

纂

を
附
庸
的
に
位
置
づ
け
る
の
が
常
で
あ
る
が
、　
姿
に
つ
い
て
も
、　
た
と
へ
ば

「
さ

ヽ
め
ご
と
」
で
、
強
力
な
有
心
論
を
展
開
し
た
後
に
、

「
し
か
は
あ
れ
ど

も
君
飾
ら
ね
ば
臣
う
や
ま
は
ず
と
い
へ
ば
、
姿

・
詞
を
飾
ら
ん
、
歌
道
の
肝
要

な
る
べ
し
六
さ
ゝ
め
ご
と
下
）
と
い
ふ
一
種
の
方
便
観
に
導
い
て
ゆ
く
と
こ
ろ

に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
彼
の
意
味
す
る
有
心
論
が
、
前



述
の
や
う
に
毎
月
抄
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
幽
玄
を
本
体

と
す
る
伝
統
的
な
「姿
」
の
論
―
―
そ
れ
は
狭
義
の
心
並
び
に
詞
を
集
約
す
る
一

首
全
体
の
形
象
に
関
す
る
論
と
し
て
、
表
現
論
を
統
括
す
る
位
置
に
立
つ
も
の

で
あ
る
が
―
―
を
踏
ま
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
す
で
に
自
明
の
構
造
と
み
な
け
れ
ば

な
ら
逓
嘘
の
で
、　
右
の
や
う
に
姿

ｏ
詞
が
方
便
と
見
な
さ
れ
て
ゐ
た
と
し
て

も
、
そ
の
た
め
に
表
現
論
に
固
有
の
こ
れ
ら
の
要
素
が
傍
視
さ
れ
て
ゐ
た
と
考

へ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
も
彼
の
方
便
観
は
天
台
の
そ
れ
と
思
は
れ
る

も
の
で
、
方
便
と
は
い
つ
て
も
、
究
極
に
お
い
て
、
そ
れ
は
や
は
り
あ
る
が
ま

ゝ
の
実
相
と
し
て
絶
対
的
に
肯
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
単
純
に
否
定
さ
れ
る
筈

の
も
の
で
は
な
か
つ
た
こ
と
を
考
へ
合
は
せ
る
な
ら
な
ほ
更
で
あ
ら
う
。
従
つ

て
論
議
に
乏
し
い
の
は
、
む
し
ろ
改
め
て
説
を
立
て
る
必
要
の
な
い
程
に
伝
統

的
な
立
場
、
見
解
を
守
つ
て
ゐ
た
た
め
と
見
る
の
が
正
し
い
と
思
は
れ
る
。
所

々
返
答
な
ど
比
較
的
よ
く
そ
の
点
に
ふ
れ
て
ゐ
る
資
料
で
あ
る
が
、
た
と
へ
ば

「
い
か
ば
か
り
面
白
く
利
根
の
好
士
も
、
さ
め
肌
に
ふ
し
く
れ
だ
ち
て
、
く

ど
き
立
て
た
る
結
構
物
多
く
見
え
侍
る
か
。
肌
美
し
く
し
て
常
の
句
の
し
み
じ

み
と
し
た
る
、
大
切
の
好
士
に
や
。
其
上
に
文
曲
ひ
え
や
せ
た
る
は
、
い
は
ぬ

最
尊
の
こ
と
な
る
や
。
古
賢
の
秀
逸
と
い
へ
る
は
皆

一
ふ
し
に
言
流
し
た
る
も

の
な
り
」
（第
二
）

な
ど
と
い
っ
て
ゐ
る
。
こ
ゝ
に
は
狭
義
の
心
や
詞
・
姿
の
こ
と
が
い
づ
れ
も
ふ

れ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
文
中

「其
上
に
文
曲
ひ
え
や
せ
た
る
は
」
以
下
の
部
分
を

除
外
す
れ
ば
、
そ
れ
は
良
基
の
所
説
と
も

一
向
に
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
へ

る
し
、
ま
た
彼
が

「本
意
」
と
い
ふ
伝
統
的
な
構
想
の
世
界
は
こ
れ
を
堅
く
守

り
、
用
詞
に
つ
い
て
も
殆
ん
ど
伝
統
の
枠
の
外
に
出
よ
う
と
し
な
か
つ
た
こ
と

な
ど
を
併
せ
想
起
し
つ
ゝ
、
右
の
文
言
を
よ
む
之
、
そ
れ
は
二
条
派
の
そ
れ
に

も
頗
る
近
い
と
い
へ
る
の
で
、
彼
が
頓
阿
の
作
風
を
初
心
の
一
体
と
し
て
か
な

り
高
く
評
価
し
て麒
″
理
由
な
ど
が
分
つ
て
く
る
。

以
上
の
や
う
に
心
敬
の
表
現
論
の
大
概
を
展
望
し
て
お
い
て
、
つ
ぎ
に
彼
の

「姿
」
即
ち
表
現
形
象
の
理
想
が
如
何
な
る
様
態
の
上
に
置
か
れ
て
ゐ
た
か
を
、

い
ひ
か
へ
れ
ば
彼
の
幽
玄
の
究
極
の
あ
り
方
を
考
へ
て
ゆ
か
う
と
思
ふ
。

彼
は

「田
舎
な
と
り
の
人
は
旬
の
ふ
と
み
つ
ま
づ
き
た
る
を
も
、
色
ど
り
■

く
み
な
る
を
事
と
し
て
、
姿
・
詞
づ
か
ひ
の
幽
遠
の
句
を
ば
か
た
は
ら
に
な
し

侍
り
」
と
い
ふ
間
に
対
し
て
、

「尊
宿
の
話
り
侍
り
し
。
い
づ
れ
の
道
も
同
じ
こ
と
に
侍
れ
ど
も
、
殊
に
此

道
は
感
情
・
面
影
・
余
情
を
旨
と
し
て
、
い
か
に
も
言
ひ
残
し
理
な
き
と
こ
ろ

に
幽
玄
・
あ
は
れ
は
あ
る
べ
し
と
な
り
。
歌
に
も
不
明
体
と
て
面
影
ば
か
り
を

よ
む
、
い
み
じ
き
至
極
の
体
な
り
。
ふ
っ
と
そ
の
人
一
人
の
わ
ざ
な
る
べ
し
と

定
家
卿
も
記
し
給
へ
り
」
（
さ
ゝ
め
ご
と
下
）

と
答
へ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
幽
玄
を

「姿
・
詞
づ
か
ひ
」
に
即
し
て
解
説
し
よ

う
に
試
み
た
文
言
で
あ
つ
た
と
み
ら
れ
よ
う
。
不
明
体
は
愚
秘
抄
・
三
五
記
等

に
記
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
有
心
体
所
属
の
一
体
で
あ
る
が
、
こ
ゝ
に
も
幽
玄
と
有

心
と
の
関
係
に
対
す
る
心
敬
の
見
解
は
う
か
ゞ
は
れ
る
と
思
ふ
。
と
も
あ
れ
か

う
し
た
不
明
体
風
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
右
心
的
に
幽
玄
な
姿
・
詞
の
あ
り
方
を
規

定
し
た
と
見
ら
れ
る
右
の
文
言
を
読
む
と
、
そ
れ
は
俊
成
的
幽
玄
を
標
榜
し
た

良
基
や
、
定
家
を
標
傍
し
た
正
徹
の
求
め
た
と
こ
ろ
と
ほ
ゞ
同
様
の
様
態
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
二
条
派
の
所
説
に
比
較
し
て
さ
へ
さ
う
で
、
凡
そ
当
時
、

幽
玄
に
つ
い
て
求
め
ら
れ
た
常
の
様
態
で
あ
つ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
右
の
引
用
文
中
で
夏
に
問
題
の
所
在
を
し
ば
れ
ば
、
そ
れ
は

「
い
か
に

も
言
ひ
残
し
理
な
き
と
こ
ろ
」
と
記
さ
れ
た
様
態
に
帰
す
る
で
あ
ら
う
が
、
右

の
引
用
文
に
後
続
す
る
文
字
を
読
み
進
む
と
そ
の
様
態
は
あ
る
い
は
想

（狭
義

の
心
）
に
お
け
る
余
情
、
あ
る
い
は

「風
」、
「比
」
等
と
い
ふ
比
喩
的
手
法
に



依
存
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
を
り
、
姿
ｏ
詞
の
様
態
に
つ
い
て
発
せ
ら
れ

た
設
間
の
趣
意
か
ら
は
外
れ
て
ゐ
る
上
、
想
や
手
法
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
ゐ
る

こ
と
に
も
彼
独
自
の
見
解
ら
し
い
も
の
は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ

の
章
段
で
は
詞
・
姿
の
様
態
に
関
す
る
必
要
な
説
明
は
え
ら
れ
な
い
ま
ゝ
に
、

想
・
手
法
へ
、
歌
学
大
系
本
の
編
成
に
よ
る
と
、
更
に
面
影
・
余
情
の
内
実
即

ち
、
ひ
え
・
さ
び
・
艶
の
論
へ
と
叙
述
の
筆
は
移
つ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
だ
が
、

「言
ひ
残
し
理
な
き
」
と
い
は
れ
た
あ
の
様
態
に
つ
い
て
終
に
彼
の
思
索
が
見

出
せ
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
真
に
姿
即
ち
形
象
論
の
主
題
と
し
て

登
場
し
て
く
る
の
が
外
な
ら
ぬ
親
句

・
疎
句
の
説
で
あ
つ
た
。

親
句
・
疎
句
の
こ
と
は
、

「さ
ゝ
め
ご
と
」
の
上
下
に
互
つ
て
記
さ
れ
て
ゐ

る
し
、

「苔
麺
」
に
は
一
層
詳
し
い
記
載
が
あ
る
。
心
敬
の
説
は
直
接
に
は
愚

秘
抄
、
三
五
記
に
依
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
他
に
も
竹
園
抄
、
連
歌
書
で
は
長

短
抄
等
に
見
え
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
説
の
間
に
は
必

ず
し
も
見
解
の
一
致
は
え
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
い
づ
れ
も
が
歌
に
お
け

る
句
の
連
接
―
―

「き
れ
」
・
「
つ
ゞ
き
」
に
関
す
る
も
の
で
、
つ
ま
り
は
姿
の

論
義
で
あ
る
点
は
同
様
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
心
敬
は
親
句
・
疎
句
の
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
、
更
に
心
・
姿
の
二
を
立
て
る
こ
と
を
試
み
て
を
り
、
こ
ゝ
で
も

有
心
論
の
強
力
に
滲
透
し
て
ゐ
る
の
が
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
木
来
は
や
は
り

姿
論
と
し
て
の
言
葉
の

「き
れ
」、
「
つ
ゞ
き
」
に
あ
つ
た
こ
と
は
、
彼
の
場
合

も
全
く
同
様
で
あ
る
。

さ
て
苔
筵
で
は
、

「ま
こ
も
刈
る
み
つ
の
み
ま
き
の
夕
暮
に
。こ

以
下
六
首

の
例
歌
を
あ
げ
た
後
、

「大
方
疎
句
と
し
て
上
下
あ
ら
ぬ
や
う
に
継
た
る
歌
に
秀
逸
は
多
く
侍
る
と

な
り
。
親
句
と
て
上
下
親
し
く
言
ひ
は
て
た
る
に
は
秀
歌
ま
れ
な
る
由
、
定
家

卿
注
し
給
へ
り
」

と
記
し
て
ゐ
る
が
、
こ
ゝ
で

「親
し
く
言
ひ
は
て
た
る
」
歌
が
貶
さ
れ
て
ゐ
る

の
は

「言
ひ
残
す
」
こ
と
が
庶
幾
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
し
、
ま
た

「あ
ら
ぬ
や
う
に
継
た
る
」
歌
が
称
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
上
下
二
句
の
間
の

意
味
的
、
論
理
的
聯
関
を
う
ち
切
り
、
そ
の
「理
な
き
」連
接
に
お
い
て
情
調
乃

至
感
情
に
よ
る
統

一
が
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
解
し
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。

「言
ひ
残
す
」
に
つ
い
て
は
、
別
に

「篇
序
題
曲
流
」
と
い
ふ
旧
説
を
新
た
に

意
味
づ
け
て
、

「連
歌
は
必
ず
上
旬
を
言
ひ
残
し
て
下
旬
に
ゆ
づ
り
、
下
旬
に
言
ひ
は
て
ず

し
て
上
旬
に
い
は
せ
は
つ
べ
き
も
の
と
見
え
た
り
。
お
の
ノ
ヽ
に
言
ひ
は
て
た

る
句
に
は
感
情
秀
逸
な
か
る
べ
し
と
い
へ
り
」
（さ
ゝ
め
ご
と
上
）

と
説
く
と
こ
ろ
に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
疎
句
説
の
一
展
開
と
し
て
併
せ
理

会
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
や
う
に
考
へ
る
と
、
幽
玄
を
論
じ
て
彼
の
掲
げ
た
前
記

里
一一日ひ
残
し

理
な
き
」
と
い
ふ
理
想
の
表
現
様
態
は
、
こ
れ
を
姿
に
即
し
て
捉
へ
る
限
り
、

ま
さ
に
疎
句
的
な
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ず
、
従
つ
て
疎
句
説
は
彼
の
指
向
し

た
究
極
の
形
象
論
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
か
う
し
た
疎
句

説
も
、
そ
れ
が
和
歌
の
表
現
論
と
し
て
扱
は
れ
る
限
り
で
は
新
古
今
時
代
以
後

の
歌
論

一
般
の
通
念
で
あ
り
、
心
敬
自
身
の
も
の
と
し
て
の
新
し
さ
は
些
も
な

か
つ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
師
正
徹
は
、
心
敬
が
疎
句
例
と
し
て
掲
げ
た

前
引

「ま
こ
も
刈
る
み
つ
の
み
ま
き
の
…
」
の
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
上
下
の
連

接
を「凡

慮
に
及
ば
ず
、
理
の
外
な
る
玄
妙
、
更
に
何
と
も
せ
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
に

て
侍
る
。
か
や
う
に
か
け
は
な
れ
た
る
と
こ
ろ
を
取
り
合
は
す
る
こ
と
、
自
在

の
位
に
上
り
ゐ
て
の
し
わ
ざ
な
り
」
（清
厳
茶
話
）

と
評
し
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
、
正
徹
は
疎
句
の
語
こ
そ
用
ひ
な
い
け
れ
ど
も



心
敬
と
全
く
同

一
の
様
態
を
指
摘
し
、　
歎
賞
し
て
ゐ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
心
敬
は
、
恐
ら
く
正
徹
の
夢
想
だ
に
で
き
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る

が
、
か
う
し
た
表
現
様
態
、
境
位
を
和
歌
か
ら
直
ち
に
連
歌
の
上
に
移
し
、
し

か
も
和
歌
に
対
す
る
よ
り
一
層
必
然
的
な
意
味
を
そ
こ
に
見
出
し
た
と
こ
ろ
が

最
も
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
り
、　
彼
独
自
の
思
索
も
そ
こ
に
あ
つ
た
と
思
は
れ

る
。
し
か
し
親
句
・
疎
句
は
本
来
歌
句
の

「き
れ
」、
「
つ
ゞ
き
」
が
表
現
に
及

ぼ
す
効
果
に
つ
い
て
観
察
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
連
歌
に
適
用
さ
れ
る

と
す
れ
ば
、
ま
づ
句
の
姿
の
そ
れ
ぞ
れ
の
上
に
移
し
て
考
へ
ら
れ
る
筈
の
も
の

で
あ
つ
た
。
こ
と
に

コ
一一日ひ
残
し
理
な
き
」
と
い
ふ
様
態
は
、　
一
旬
に
つ
い
て

も
、
ま
た
二
句
の
間
の
関
係
即
ち
付
合
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
指
摘
さ
れ

て
ゐ
る
事
実
が
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
と
の
対
応
か
ら
い
へ
ば
筒
更

さ
う
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。　
前
引
の
篇
序
題
曲
流
の
説
な
ど

は
、
二
句
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
か
う
し
た
各
旬
の
軽
重
、
親

疎
に
ふ
れ
た
一
の
観
察
で
あ
つ
た
と
い
へ
る
。

し
か
し
心
敬
の
疎
句
説
は
普
通
い
は
れ
て
ゐ
る
通
り
、
全
く
付
合
論
に
転
化

し
て
ゐ
る
。

「さ
ゝ
め
ご
と
」
。
「
ひ
と
り
ご
と
」
の
用
例
は
す
べ
て
さ
う
で
あ

る
し
、
前
引

「苔
筵
」
の
文
言
も
や
は
り
付
合
の
最
高
の
手
法
と
主
張
さ
れ
て

ゐ
る

「心
付
」
に
、
そ
の
理
論
的
根
拠
を
与
へ
る
も
の
と
し
て
引
証
さ
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
つ
た
。
お
も
ふ
に
、
連
歌
に
お
い
て
は
句
形
は
す
で
に
短
小
な
の
で

「き
れ
」、
「
つ
ゞ
き
」
が
問
題
と
な
る
余
地
の
乏
し
い
と
い
ふ
実
情
も
考
へ
ら

れ
る
が
、
と
も
か
く
心
敬
が
連
歌
に
お
け
る
表
現
論
的
関
心
を
一
旬
の
姿
に
よ

り
も
付
合
の
あ
り
方
に
集
中
さ
せ
て
ゐ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、
そ
の
こ
と

は
歌
論
上
の
究
極
の
課
題
を
、
も
し
連
歌
に
移
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
付
合
の

上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
て
ゐ
た
と
見
ら
れ
る
や
う
に
も
思
ふ
。

徹
書
記
物
語
で
は
、

「あ
は
れ
じ
る
友
こ
そ
難
き
世
な
り
け
り
ひ
と
り
雨
き

く
秋
の
夜
す
が
ら
」
の
歌
に
つ
い
て
、

「あ
は
れ
じ
る
友
あ
ら
ば
誘
は
れ
て
い

づ
ち
へ
も
行
く
べ
き
が
、
語
り
も
あ
か
さ
ば
か
く
雨
は
き
く
べ
．か
ら
ず
、
い
か

む
と
も
せ
ぬ
と
こ
ろ
が
殊
勝
に
覚
え
侍
る
な
り
」
と
そ
の
心
を
解
説
し
た
後
、

「
ひ
と
り
雨
き
く
秋
の
夜
は
か
な
、
と
も
あ
ら
ば
果
つ
べ
き
が
、
秋
の
夜
す

が
ら
と
言
ひ
捨
て
、
果
て
ざ
る
と
こ
ろ
が
肝
要
な
り
。
ひ
と
り
雨
き
く
秋
の
夜

す
が
ら
思
ひ
ゐ
た
る
は
と
い
ふ
心
を
残
し
て
、
夜
す
が
ら
と
は
言
へ
る
な
り
。

さ
れ
ば
ひ
と
り
雨
き
く
秋
の
夜
す
が
ら
は
上
旬
に
て
あ
る
な
り
。
ひ
と
り
雨
き

く
が
下
旬
に
て
侍
ら
ば
、
さ
せ
る
節
も
な
き
歌
に
て
あ
る
べ
き
な
り
」

と
そ
の
句
法
を
論
じ
て
ゐ
る
。
こ
ゝ
で
心
に
つ
い
て
、

「
い
か
む
と
も
せ
ぬ
と

こ
ろ
」
と
い
ふ
の
は
、
作
者
の
心
の
二
方
に
分
れ
て
互
に
矛
盾
し
、
相
剋
す
る

と
こ
ろ
に
、
ま
さ
に
あ
は
れ
の
深
さ
を
感
得
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
理
な
き
」

「
理
の
外
な
る
」
と
い
ふ
意
味
に
解
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
句
法
に
つ
い
て
説

く
と
こ
ろ
は
、
末
旬
の
コ
一［
ひ
残
し
」
た
と
こ
ろ
に
顕
現
す
る
余
情
の
効
果
で
あ

ら
う
。
右
の
正
徹
の
註
解
を
こ
の
や
う
に
読
み
と
れ
ば
、
こ
の
歌
は
や
は
り
前

引
の

「清
厳
茶
話
」
の
文
言
と
同
様

「言
ひ
残
し
理
な
き
」
と
い
ふ
和
歌
の
理

想
の
優
れ
た
範
例
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
き
る
。
が

一
層
、

右
の
解
説
で
注
意
さ
れ
る
の
は
下
旬
を
上
旬
相
当
の
も
の
と
言
つ
て
ゐ
る
点
で

あ
る
。
こ
れ
は
倒
置
の
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

「
ひ
と
り
雨
き
く
が
下
旬
に
て
侍
ら
ば
、
さ
せ
る
節
も
な
き
歌
に
て
あ
る
べ
き

な
り
」
と
い
ふ
や
う
に
、
こ
の
句
法
は
こ
の
場
合

「言
ひ
残
し
理
な
き
」
表
現

の
効
果
を
更
に
強
め
る
も
の
と
し
て
指
摘
さ
れ
、
強
調
さ
れ
て
ゐ
る
思
は
れ

る
。
下
旬
か
ら
上
旬
に
反
り
つ
ゞ
く
、
と
い
ふ
よ
り
む
し
ろ
末
句
は

「果
て
ざ

る
」
ま
　
で
も

「言
ひ
捨
て
」
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
反
り
付
く
と
い

は
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
そ
れ
に
よ
つ
で
最
も
効
果
的
に
一
首
の
意
味
ば
か
り
で

な
く
、
歌
の
理
想
的
様
態
そ
の
も
の
が
達
成
さ
れ
る
と
見
る
正
徹
の
こ
の
思
考



に
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
連
歌
的
句
法
が
か
う
し
た
様
態
を
達
成
す
る
上
に
も
つ
あ

の
優
れ
た
表
現
力
に
つ
い
て
理
会
す
る
一
歩
手
前
に
立
つ
て
ゐ
た
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
さ
う
考
へ
る
と
、
心
敬
の
疎
句
説
が
殆
ん
ど
完
全
に
付
合
論
に
転

じ
て
ゐ
る
意
味
も
、
や
う
や
く
判
然
と
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

つ
ま
り
心
敬
の
疎
句
説
は
、
歌
論
に
お
け
る
表
現
論
的
課
題
が
単
に
付
合
の

上
に
移
さ
れ
た
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
さ
う
し
た
表
現
様
態
に
対
す
る
思
索
の

徹
底
が
つ
ひ
に
連
歌
的
句
法
の
上
に
、
課
題
の
究
極
の
適
応
性
を
見
出
し
た
と

い
ふ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従
つ
て
心
敬
に
お
い
て
連
歌
形
式
は
、
新
古
今
的
・

正
徹
的
な
意
味
で
の
和
歌
の
形
態
か
ら
の
発
展
に
外
な
ら
な
い
し
、
同
時
に
彼

の
疎
句
説
は
こ
の
系
列
の
歌
論
的
伝
統
に
属
す
る
最
も
厳
し
い
成
果
で
あ
り
、

真
の
意
味
で
の
継
承
者
と
し
て
そ
れ
と
連
続
的
に
成
立
し
て
ゐ
る
こ
と
を
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
い
か
に
も
彼
の
疎
句
説
は
、　
一
見
す
る
と
こ

ろ
連
歌
形
態
の
も
つ
二
の
機
能
の
中
、
各
旬
の
相
対
的
な
独
立
性
よ
り
も
連
鎖

性
に
よ
り
多
く
の
重
点
を
置
い
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
彼
の

厳
格
な
和
歌
連
歌
一
体
説
の
質
し
た
歪
み
で
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
し
、
ま
た

本
稿
の
は
じ
め
に
も
略
述
し
た
や
う
に
、
当
時
の
連
歌
が
置
か
れ
て
ゐ
た
史
的

状
況
に
規
定
さ
れ
る
面
も
少
く
な
い
と
も
い
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
が
、　
一
層
確

実
で
重
要
な
視
点
は
た
と
へ
以
上
の
事
実
が
心
敬
の
付
合
論
に
見
出
さ
れ
る
と

し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
臨
機
の
立
言
に
止
る
も
の
で
は
な
く
、
却
つ
て
心
敬
に

よ
つ
て
継
承
さ
れ
た
定
家
・
正
徹
を
つ
な
ぐ
最
も
中
世
的
な
歌
論
思
想
の
一
系

列
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
最
も
適
切
な
形
式
と
し
て
連
歌
を
見
出
し
た
と
い
ふ

意
味
を
荷
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
、
彼
の
付
合
論
は
決
し
て

和
歌
連
歌

一
体
説
の
観
念
的
な
適
用
の
結
果
で
は
な
く
、
和
歌
を
通
し
て
省
察

を
重
ね
て
き
た
幽
玄
論
つ
ま
り
詩
の
表
現

一
般
論
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
ヽ
成

果
が
、
必
然
的
に
連
歌
形
式
に
到
達
し
、
そ
こ
に
お
い
て
そ
の
や
う
な
形
で
顕

現
し
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
右
の
成

果
が
歌
論
か
ら
の
一
方
的
流
入
と
し
て
産
出
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
、

彼
の
連
歌
作
者
と
し
て
の
豊
富
な
体
験
と
周
到
な
考
察
と
が
さ
う
し
た
歌
論
思

考
を
真
に
連
歌
的
表
現
論
と
し
て
受
容
し
、
確
立
す
る
根
元
的
な
力
と
な
つ
て

ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

疎
句
説
は
和
歌
に
お
い
て
は
表
現
論
の
一
小
部
に
す
ぎ
な
か
つ
た
が
、
心
敬

に
と
つ
て
は
す
で
に
付
合
論
そ
の
も
の
に
転
化
し
て
ゐ
る
。
従
つ
て
そ
れ
は
最

も
連
歌
の
特
質
に
即
し
た
論
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
し
、
ま
た
特
質
に

関
す
る
彼
の
思
索
や
見
解
が
披
涯
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
最
も
ふ
さ
は
し

い
領
域
で
も
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
そ
こ
で
右
の
疎
句
説
を
は
じ
め
広
く
彼
の

付
合
論
を
対
象
と
し
て
ハ
我
々
は
連
歌
と
は
何
か
と
い
ふ
基
本
的
な
質
問
を
彼

に
向
つ
て
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
ま
た
以
上
の
叙
述
で

説
き
残
さ
れ
た
主
要
な
問
題
―
―
彼
の
付
合
論
は
一
見

「き
れ
」
よ
り
も

「
つ

ゞ
き
」
へ
著
し
い
偏
向
を
示
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
彼
の
真
の
見
解
は
ど

こ
に
あ
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
や
、
彼
の
疎
句
説
は
歌
論
か
ら
の
連
続
と
し
て
理

会
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
同
時
に
そ
れ
が
い
か
に
深
く
連
歌
的
特
質
、

い
ひ
か
へ
れ
ば
連
歌
的
思
考
に
支
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
等
を
具
体
的

に
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
次
稿

「付
合
論
」
に
ゆ
づ

る
が
、
本
稿
は
そ
の
た
め
の
序
説
と
い
つ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

（
一
九
五
五
・
一
・
一
〇
）

注
一　
拙
稿

「連
歌
の
性
格
―
―
良
基
の
連
歌
論
に
つ
い
て
―
―
」

（本
誌

第
五
・
第
八
輯
）

注
二
　
以
下
所
引

「
さ
ゝ
め
ご
と
」
本
文
は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
け
れ
ば
天

理
図
書
館
本

（木
藤
才
蔵
氏
著

「校
注
さ
ヽ
め
ご
と
」
所
収
）
に
よ



注

三

注
四

注
五

注
六

る
。
但
、
漢
字
、
仮
名
は
自
由
に
あ
て
た
。

天
理
本
で
は

「幽
玄
至
極
な
る
べ
き
に
玄
妙
也
。
偏
に
心
地
修
行
の

歌
な
り
」
と
あ
る
。

こ
ゝ
に
引
い
た
岩
橋
跛
、
心
敬
僧
都
庭
訓
の
心
詞
論
は
、
い
づ
れ
も

毎
月
抄
の
所
説
に
従
ふ
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
拙
稿

「有
心
―
毎
月
抄
に
つ
い
て
」

（国
語
国
文
十

七
巻
十
号
）
参
照
。

苔
筵

（
神
官
文
庫
本
）

「初
学
の
比
は
さ
ま
ざ
ま
の
好
士
の
作
に
も

心
を
か
け
侍
る
べ
し
と
な
り
。
頓
阿
法
師
歌
な
ど
、
う
る
は
し
く
お

だ
し
く
、
大
切
な
る
哉
」。　
因
み
に
、　
所
々
返
答

（
本
能
寺
本
）
の

第
二
状
に
は

「
頓
阿
法
師
云
、
歌
人
み
な
知
れ
る
に
似
て
知
ら
ず
…

…
」
と
か

「
頓
阿
法
師
な
ど
も
懇
に
記
し
残
し
て
云
、
万
葉

・
三
代

は
糟
粕
な
り
…
…
」
と
か
引
い
て
頓
阿
の
言
葉
に
共
鳴
し
て
ゐ
る
。

い
づ
れ
も

「愚
問
賢
注
」
に
よ
る
か
と
見
え
る
が
、
と
す
れ
ば
前
者

は
そ
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
良
基
の
言
葉
で
あ
り
、
後
者
は
第

一
間
中

に
紹
介
さ
れ
て
ゐ
る
一
説
で
、
頓
阿
で
は
な
く
京
極
派
の
所
説
を
指

す
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
こ
の
説
に
対
す
る
同
書
の
頓
阿
の
答
は
明
ら

か
に
否
定
的
で
、
こ
れ
ら
は
心
敬
の
誤
解
に
す
ぎ
な
い
。

―
―
大
阪
大
学
助
教
授
―
―




