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宜
長
の
歌
論
の
温
床
に
つ
い
て

一

　

　

　

　

　

，

宣
長
の
学
問
の
系
統
や
著
書
な
ど
に
つ
い
て
、
大
平
が
図
解
的
に
示
し
た
恩

頼
図
を
見
る
と
、
宣
長
が
恩
を
蒙
つ
た
先
輩
と
し
て
、
西
山
公
、
堀
景
山
、
契

沖
、
真
淵
な
ど
と
並
べ
て
、
孔
子
、
往
篠
、
太
宰
、
東
涯
な
ど
の
名
が
あ
げ
ら

れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
関
し
、
佐
佐
木
博
士
は

「増
訂
和
歌
史
の
研
究
六
三
四
七

頁
）
で
、

「国
文
学
上
の
古
学
に
於
け
る
漢
学
の
影
響
を
無
視
し
よ
う
と
し
て

ゐ
る
後
の
国
学
者
流
の
偏
見
と
は
全
然
撰
を
異
に
し
た
も
の
で
、
壮
年
京
都
に

留
学
し
て
景
山
の
も
と
に
学
び
、
漢
学
の
書
物
も
か
な
り
渉
猟
し
た
宣
長
の
学

風
を
よ
く
説
明
し
て
ゐ
る
」
と
評
し
て
を
ら
れ
る
。
宣
長
が
い
は
ゆ
る

「
か
ら

ご
こ
ろ
」
を
排
斥
し
て
、
国
粋
的
な
思
想
を
尊
ぶ
精
神
の
強
か
つ
た
こ
と
は
言

ふ
ま
で
も
な
い
が
、
漢
学
に
浅
か
ら
ぬ
造
詣
の
あ
つ
た
事
実
も
、
ま
た
彼
の
著

書
を
見
れ
ば
自
明
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
宣
長
の
学
恩
を
蒙
つ
た
先
進
と
し
て
、

大
平
が
孔
子
を
始
め
漢
学
者
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
つ
た
の
は
、
佐

佐
木
博
士
の
評
せ
ら
れ
た
や
う
に
、
ま
こ
と
に
妥
当
な
見
解
で
あ
る
と
言
は
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
思
想
に
お
け
る
狙
篠
学
と
宣
長
学
と
の
関
聯
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
丸
山
真
男
氏
の
好
著

「
日
本
政
治
思
想
史
研
究
只
第
一
章
・
第

四
節
）
に
詳
細
な
論
考
が
あ
つ
て
、
宣
長
の
学
問
・
思
想
に
往
篠
学
か
ら
継
受

し
た
も
の
の
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
否
定
し
得
な
い
事
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

宇

佐

美

童
曇

一
八

る
。
さ
う
し
て
宣
長
が
漢
学
か
ら
学
ん
だ
も
の
は
、
も
と
よ
り
政
治
思
想
の
み

に
は
限
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

宣
長
自
身
は
晩
年
に
書
い
た

「う
ひ
山
踏
」
の
中
で
も
、

「
か
ら
ぶ
み
を
も

ま
じ
へ
て
よ
む
べ
し
。
漢
籍
を
見
る
も
、
学
問
の
た
め
に
益
お
ほ
し
」
と
い
つ

て
、
漢
籍
を
読
む
上
で
の
注
意
を
説
い
て
を
り
、
生
涯
を
通
じ
て
、
学
問
の
た

め
に
漢
籍
か
ら
摂
取
し
た
所
は
多
か
つ
た
で
あ
ら
う
と
想
像
せ
ら
れ
る
。

さ
て
い
ま
、
和
歌
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

「
玉
勝
間
」
巻
十
に

「詩
の
事
い
へ
る
か
ら
人
の
詞

一
ツ
ニ
ツ
」
と
題
し
て
、
次
の
や
う
に
述
べ
て

ゐ
る
。厳

治
浪
が
詩
話
と
い
ふ
物
に
、
詩
之
是
非
、
不
二
必
争
・、
試
以
二己
詩
・、
置
ニ

之
古
人
詩
中
一、
与
二識
者
・観
レ
之
、
而
不
レ能
レ癖
、
則
真
古
人
実
、　
と
い

へ
る
こ
と
あ
り
。
再
も
さ
る
こ
と
也
。
叉
王
敬
美
が
税
圃
額
余
と
い
ふ
も

の
に
、
余
嘗
服
二明
卿
五
七
言
律
・謂
、
他
人
之
詩
、
多
於
二高
処

失̈
レ
穏
、

明
卿
詩
、
多
於
二穏
所
・蔵
レ
高
、
と
い
へ
り
。
こ
れ
又
再
も
さ
る
こ
と
也
。

凡
て
も
ろ
こ
し
に
て
、
宋
明
の
こ
ろ
な
ど
、
詩
の
事
を
論
じ
た
る
に
、
再

と
こ
ゝ
ろ
ば
へ
の
も
は
ら
同
じ
き
、
か
ヽ
る
た
ぐ
ひ
の
こ
と
多
か
り
。
わ

か
ゝ
り
し
ほ
ど
、
か
う
や
う
の
か
ら
ぶ
み
ど
も
を
、
い
さ
さ
か
見
た
り
し

中
に
、
お
か
し
と
お
ぼ
ゆ
る
ふ
し
た
ヽ
、
ぬ
き
出
て
書
お
き
つ
る
が
、
も

の
ゝ
そ
こ
に
の
こ
れ
る
を
、
引
出
て
見
れ
ば
、
今
も
お
か
し
き
こ
と
ゞ
も



の
ま
じ
れ
る
を
、
ひ
と
つ
二
つ
又
ぬ
き
出
つ
る
也
。

宣
長
は
遊
学
時
代
に
漢
学
を
修
め
、
詩
作
に
心
を
染
め
た
時
代
が
あ
つ
た
。

詩
論
の
書
を
披
見
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
同
時
に
和
歌
を
嗜
ん
で
ゐ
た
彼

は
、
詩
論
を
歌
論
に
あ
て
は
め
て
考
へ
た
の
で
あ
つ
た
。
厳
羽
の
「治
浪
詩
話
」

や
王
敬
美
の

「税
圃
損
余
」
は
、
狙
篠

一
派
の
尊
ん
だ
も
の
で
、
こ
の
二
書
に

徐
昌
穀
の

「談
芸
録
」
を
加
へ
て

「
三
家
詩
話
」
と
題
し
、
律
篠
の
序
を
附
し

た
書
が
亨
保
十

一
年
に
刊
行
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
や
う
な
詩
話
の
類
を
読
ん

で
、
宣
長
は
和
歌
の
工
夫
を
も
め
ぐ
ら
し
た
の
で
あ
る
。
宣
長
の
歌
論
に
漢
学

の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
自
然
に
推
測
せ
ら
れ
る
。
ま
し
て
本
格
的
に
漢
学
を
修

め
て
か
ら
ほ
ど
遠
く
な
い
時
代
に
成
つ
た
彼
の
歌
諭
に
は
、
種
々
な
意
味
に
お

い
て
、
漢
学
と
交
渉
の
あ
る
こ
と
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
か

う
し
て
宣
長
の
歌
論
を
研
究
す
る
上
で
、
漢
学
と
の
交
渉
と
い
ふ
こ
と
は
、　
一

つ
の
大
き
な
問
題
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

宣
長
の
歌
論
と
漢
学
と
の
交
渉
を
考
究
す
る
に
あ
た
つ
て
、
先
づ
顧
み
る
ベ

き
は
、
宣
長
の
漢
学
履
修
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
が
、
漢
学
履
修
と
歌
諭
と
の

関
係
を
見
る
上
で
は
、
そ
の
漢
学
の
師
で
あ
つ
た
堀
景
山
の
人
物
や
学
問
・
思

想
な
ど
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
は
れ
る
。
宣
長
の
日
記
に
よ
れ
ば

幼
年
時
代
の
彼
は
漢
学
の
教
養
と
し
て
は
、
十
二
歳
の
頃
か
ら
町
の
師
匠
に
つ

い
て
四
書
や
小
学
の
素
読
を
習
つ
た
や
う
で
、
後
に
山
田
の
今
井
田
氏
の
養
子

と
な
つ
て
ゐ
た
時
代
、
二
十
歳
で
あ
つ
た
寛
延
二
年
の
十
月
二
日
か
ら
正
住
院
一

の
住
主
を
師
と
し
て
、

「易
経
」
ｏ
「詩
経
」
・
「書
経
」
な
ど
の
素
読
を
習
つ
て

ゐ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
町
人
と
し
て
の
教
養
と
し
て
学
ん
だ
の

で
あ
つ
て
い
真
正
の
意
味
で
漢
学
を
修
め
た
と
は
言
ひ
難
い
も
の
で
あ
る
。
本

格
南
な
模
学
の
履
修
は
い
今
井
田
氏
か
ら
離
縁
と
な
つ
て
後
、
未
亡
人
で
あ
つ

た
母
の
意
志
に
従
ひ
、
宝
暦
二
年
三
月
医
学
を
学
ぶ
た
め
に
上
京
し
て
、
堀
景

山
に
就
い
た
二
十
三
歳
の
時
か
ら
始
ま
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
う
し

て
堀
景
山
に
就
い
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
宣
長
の
漢
学
の
教
養
の
み
で
な
く
、
国

学
者
と
し
て
の
素
地
や
、
歌
学
の
前
芽
を
開
き
伸
ば
す
上
に
も
大
き
な
関
係
を

持
つ
に
至
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

二

堀
景
山
は
宣
長
の
漢
学
の
師
で
あ
る
と
と
も
に
、
宣
長
が
新
し
い
歌
学
に
目

を
開
き
、
国
学
に
志
す
機
縁
を
与
へ
た
人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
あ
る
。
当
時
の

儒
者
の
風
に
従
つ
て
屈
景
山
と
も
呼
び
、
そ
の
略
伝
は

「近
世
叢
語
」
巻
四
や

「諸
家
人
物
志
」
巻
上
な
ど
に
見
え
る
が
、
明
治
四
十
年
に
広
島
史
神
祭
典
会

か
ら
出
版
さ
れ
た
冊
子
「鈴
屋
祭
記
念
」
に
収
め
ら
れ
た
、
中
村
久
四
郎
氏
（中

山
久
四
郎
博
士
）
の
堀
景
山
伝
に
は
、
や
や
詳
し
い
評
伝
が
見
ら
れ
る
。
景
山

は
名
は
正
超
、
字
は
君
燕
、
捏
宮
門
の
四
天
王
と
い
は
れ
た
堀
杏
庵
の
曽
孫
に

当
る
。
元
隷
元
年
代
々
の
儒
者
の
家
…

に
生
ま
れ
て
、
業
を
父
の
玄
達
よ
り
受
け

篤
学
精
進
の
誉
れ
が
高
く
、
和
厚
な
人
と
な
り
を
も
つ
て
後
進
を
誘
校
し
た
。

父
祖
以
来
安
芸
侯
に
仕
へ
、
享
保
四
年
九
月
、
三
十
二
歳
の
時
、
藩
主
浅
野
吉

長
に
用
ひ
ら
れ
て
そ
の
側
儒
と
な
り
、
吉
長
の
後
に
宗
恒
に
も
仕
へ
た
が
、
平

素
は
京
都
に
を
り
、
時
々
広
島
に
赴
い
て
進
講
し
、
広
島
藩
学
の
基
礎
を
作
る

の
に
も
与
つ
て
力
が
あ
つ
た
。
宝
暦
七
年
九
月
十
九
日
、
京
都
に
お
い
て
病
麗

享
年
七
十
歳
、
宣
長
が
就
い
て
学
ん
だ
の
は
景
山
の
晩
年
で
、
死
歿
に
至
る
ま

で
の
五
年
余
の
間
で
あ
る
。
学
統
の
上
か
ら
い
へ
ば
、
景
山
は
捏
嵩
を
祖
と
す

る
朱
子
学
派
の
流
を
汲
む
儒
者
で
あ
つ
て
、
儒
学
系
図
の
類
を
見
て
も
朱
子
学

派
の
中
に
入
つ
て
ゐ
る
。
然
し
同
時
代
の
先
輩
で
あ
つ
た
往
篠
と
も
知
己
の
間

柄
で
、
狙
係
の
古
学
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
た
所
が
あ
り
、
ま
た
契
沖
に
私
淑

し
て
国
文
や
和
歌
の
造
詣
が
相
当
に
深
く
、
儒
学
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
和



学
に
お
い
て
も
新
学
問
に
心
を
寄
せ
た
人
で
あ
つ
た
。
こ
の
漢
学
と
和
学
と
の

両
方
面
に
お
い
て
新
機
運
に
目
ざ
め
て
ゐ
た
進
歩
的
な
精
神
が
、
青
年
宣
長
に

大
き
な
感
化
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
宣
長
は
宝
暦
二
年
三
月
十
六
日
に
景
山
に
謁
し
て
入
門
し
、
同
十
九
日

か
ら
堀
家
に
寄
宿
し
て
景
山
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
の
傍
ら
翌

年
七
月
十
二
日
に
堀
元
厚
の
間
に
入
り
医
学
を
修
め
た
が
、
翌
宝
暦
四
年

一
月

二
十
四
日
に
元
厚
は
死
去
、
同
年
五
月

一
日
に
武
川
幸
順
に
入
門
し
て
医
学
を

学
ぶ
こ
と
に
な
り
、
同
年
十
月
十
日
か
ら
武
山
家
に
寄
宿
、
そ
の
後
も
景
山
に

就
い
て
ゐ
た
こ
と
は
変
り
が
な
い
。
在
京
中
の
学
業
や
生
活
は

「在
京
日
記
」

三
冊
を
通
じ
て
ほ
ぼ
窺
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
宣
長
が
在
京
中
に
学
ん
だ
書
物
で

日
記
の
中
に
見
え
る
も
の
を
年
次
別
に
示
す
と
、
次
の
や
う
で
あ
る
。

宝
暦
二
年

易
経

・
詩
経

・
書
経

・
礼
記

・
左
伝
の
順
に
二
月
か
ら
十

一
月
ま
で
に
五

経
の
素
続
終
了
。

史
記

・
晋
書
の
会
読
。

左
伝

（景
山
の
子
蘭
沢
の
講
義
）。

宝
暦
三
年

史
記

・
晋
書

・
世
説
新
語

・
蒙
求

・
左
伝
の
会
読
。

霊
枢

・
局
方
発
揮

ｏ
素
問

ｏ
運
気
論

ｏ
他

一
書

（以
上
の
医
書
は
元
厚
の
講
義
）。

宝
暦
四
年

史
記

・
蒙
求

・
歴
史
綱
鑑

・
揚
子
法
言
の
会
読
。

易
学
啓
豪

（景
山
の
講
義
）
。

本
草
綱
日

（武
川
家
の
会
読
）
。

宝
暦
五
年

前
漢
書

・
荘
子
の
会
読
。

本
草
綱
目

（同
前
年
）。

宝
暦
六
年

荘
子
ｏ
南
史

・
荀
子
・
列
子
・
武
経
七
書
の
会
読
。

嬰
童
百
問

・
千
金
方

（武
川
家
の
会
読
）。

宝
暦
七
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

文
選
の
会
読
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

「在
京
日
記
」
に
出
て
ゐ
る
書
は
、
以
上
の
や
う
に
師
に
就
い
て
学
ん
だ
漢

籍
や
医
書
ば
か
り
で
あ
る
。
後
述
の
や
う
に
上
京
後
ま
も
な
く
景
山
か
ら
契
沖

の
著
書
を
借
り
て
読
み
、
新
し
い
歌
学
に
心
を
ひ
か
れ
て
、
宝
暦
七
年
帰
京
の

時
ま
で
に
、
或
は
購
求
し
或
は
書
写
し
た
歌
学
書
や
物
語
の
類
な
ど
、
和
書
の

数
は
数
十
部
に
上
つ
て
ゐ
る
が

（稿
本
全
集

・
第

一
韓
六
七
―
七

一
頁
参
照
）
、

そ
れ
ら
を
読
ん
だ
り
写
し
た
り
し
た
こ
と
な
ど
は
日
記
に
書
か
れ
て
ゐ
な
い
。

医
者
に
な
ら
う
と
修
業
を
し
て
ゐ
た
宣
長
に
は
、
漢
学
と
医
学
と
が
表
立
つ
た

学
問
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
身
を
打
ち
込
む
こ
と
が
重
要
事
で
あ
つ
て
、
和
歌
に

関
す
る
こ
と
は
私
的
な
趣
味

・
教
養
に
過
ぎ
な
い
と
解
し
た
た
め
で
あ
ら
う
。

そ
の
間
、
詩
会
に
列
な
り
漢
詩
を
作
つ
て
ゐ
る
の
は
、
儒
生
の
教
養
と
し
て
当

然
の
こ
と
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
宣
長
の
作
つ
た
漢
詩
、
漢
文
は

「詩
文
稿
」

一
巻
に
集
め
ら
れ
て
、
彼
の
若
い
日
を
記
念
す
る
も
の
と
な
つ
て

ゐ
る
。

宣
長
は
十
九
歳
の
寛
延
元
年
か
ら
和
歌
を
詠
み
、
宝
暦
二
年
二
十
三
歳
で
京

都
遊
学
に
出
る
ま
で
の
歌
は

「栄
貞
詠
草
」

一
巻
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
ま
た

本
居
清
造
氏
に
よ
れ
ば
、
十
八
九
歳
の
頃
に
歌
学
書
を
渉
猟
し
て
、
和
歌
に
関

す
る
諸
説
を
抄
録
し
た
も
の
が
四
冊
伝
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
。

（稿
本
全
集

・
第

一
軒

・
三
八
頁
参
照
）
。　
さ
う
し
た
素
地
の
あ
つ
た
宣
長
は
、
景
山
に
接
す
る



こ
と
に
よ
つ
て
新
し
い
歌
学
を
知
り
、
漢
学
を
修
め
る

一
方
で
は
、
次
第
に
そ

の
方
に
も
心
を
寄
せ
て
行
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
宣
長
は
京
都
遊
学
中
に

「
百
人

一
首
改
観
抄
」
を
借
覧
し
て
初
め
て
契
沖
の
業
績
に
接
し
、
そ
の
新
見
に
心
を

ひ
か
れ
て

「余
材
抄
」
や

「勢
語
臆
断
」
を
始
め
、
契
沖
の
著
書
を
相
次
い
で

読
み
、
次
第
に
新
し
い
歌
学
を
体
得
す
る
に
至
つ
た
旨
を
後
年
み
づ
か
ら

「
玉

勝
間
」
巻
二
の

「
お
の
が
物
ま
な
び
の
有
り
し
や
う
」
の
中
で
述
べ
て
ゐ
る
。

宣
長
に

「
改
観
抄
」
を
貸
し
た
の
は
景
山
で
あ
り
、
借
り
た
の
は
景
山
に
師
事

し
て
か
ら
問
も
な
い
頃
で
、
宝
暦
二
年
五
月
十
二
日
よ
り
も
前
の
こ
と
で
あ
つ

た
と
見
な
さ
れ
る

（
本
誌

ｏ
第
二
韓
所
載

・
拙
稿
参
照
）
。　
宣
長
は
宝
暦
七
年

五
月
九
日
、
景
山
本
の
萬
葉
集
の
書
入
を
写
し
た
奥
書
の
中
で
、
景
山
が
今
井

似
閑
の
門
人
樋
口
宗
武
と
親
交
の
あ
る
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
が
、
景
山
は
契
沖

の
学
問
を
尊
び
、
宗
武
を
援
け
て

「
改
観
抄
」
の
刊
行
に
も
関
係
し
て
ゐ
た
の

で
あ
る
。

「
玉
勝
間
」
巻
二
の

「
ふ
み
ど
も
今
は
え
や
す
く
な
れ
る
事
」
に
よ

れ
ば
、
当
時
契
沖
の
著
書
は
人
手
が
困
難
で
あ
つ
た
こ
と
が
推
察
せ
ら
れ
、
宣

長
の
学
問
の
生
長
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
宜
長
が
景
山
に
就
い
た
こ
と
は
、
ま
さ

し
く
生
涯
の
幸
運
で
あ
つ
た
。
か
う
し
て
宣
長
は
景
山
を
師
と
し
て
、
漢
学
を

修
め
る
ほ
か
に
、
契
沖
の
著
書
に
接
す
る
機
会
を
与
へ
ら
れ
、
歌
学
書
か
ら
出

発
し
て
、
次
第
に
国
書
を
も
読
む
に
至
つ
た
。

寛
延
二
年
、
二
十
歳
の
頃
、
宣
長
は
今
井
田
氏
の
養
子
と
な
つ
て
山
田
に
ゐ

た
が
、
そ
の
二
月
下
旬
か
ら
、
宗
安
寺
の
法
瞳
和
尚
に
、
和
歌
の
添
削
を
受
け

た

（
日
記
・
参
照
）。
佐
佐
木
博
士
に
よ
れ
ば
ヽ
法
幡
の
歌
風
は
ま
つ
た
く
「草

庵
集
」
風
の
旧
派
の
も
の
で
あ
り
（増
訂
和
歌
史
の
研
究

ｏ
五
十
六
節
参
照
）
、

前
記
の

「栄
貞
詠
草
」
に
は
、
法
憧
の
批
点
の
つ
い
た
歌
が
入
つ
て
ゐ
る
。
京

へ
遊
学
に
出
て
か
ら
は
、
宝
暦
二
年
九
月
二
十
二
日
に
、
新
玉
津
島
社
司
の
森

河
章
ヂ
の
円
人
と
な
つ
て
和
歌
を
学
び
、
同
社
の
月
次
会
に
も
出
席
し
た
。
そ

の
後
、
宝
暦
六
年
二
月
十
五
■
か
ら
有
賀
長
川
の
月
次
歌
会
に
出
席
、
翌
年
帰

郷
に
至
る
ま
で
熱
心
に
出
席
し
た
の
で
あ
つ
た
。
森
河
章
ヂ
は
冷
泉
為
村
の
門

人
で
あ
り
、
有
賀
長
川
も
二
条
家
の
流
を
う
け
た
旧
派
の
歌
人
で
あ
る
。
そ
の

た
め
歌
学
の
上
で
は
新
し
い
機
運
を
自
党
し
な
が
ら
も
、
作
歌
の
上
で
宣
長
は

生
涯
旧
派
の
風
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
彼
の
著
で
あ
る

「草
庵
集

玉
静
」
の
前
篇
は
宝
暦
六
年
五
月
、
京
都
遊
学
中
に
稿
の
成
つ
た
も
の
で
、
真

淵
の
間
人
に
な
つ
て
後
、
明
和
四
年
九
月
に
刊
行
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
て

真
淵
が
仮
借
す
る
所
な
く
宣
長
を
叱
責
し
た
こ
と
は
、
か
な
り
有
名
な
話
で
あ

る
。
宣
長
が
遊
京
時
代
に
詠
ん
だ
歌
の
数
は
、
各
年
度
の
集
の
後
に
記
さ
れ
た

所
に
よ
る
と
、
宝
暦
二
年
に
三
百
五
十
四
首
、
同
三
年
に
三
百
十

一
首
、
別
記

さ
れ
た
も
の
三
十
五
首
、
同
四
年
に
二
百
九
十
七
首
」、
同
五
年
に
二
百
六
十
五

首
、
同
六
年
に
百
六
十
二
首
、
同
七
年
に
四
十
六
首
、
合
計
千
五
百
首
に
近
い

数
と
な
る
。
歌
の
数
が
次
第
に
減
つ
て
ゐ
る
の
は
、
恐
ら
く
学
業
の
方
が
忙
し

く
な
つ
て
来
た
こ
と
に
も
関
係
す
る
の
で
あ
ら
う
。
然
し
い
づ
れ
に
し
て
も
、

こ
の
や
う
に
宣
長
は
儒

。
医
を
学
び
な
が
ら
和
歌
の
道
に
も
心
を
入
れ
て
ゐ
た

の
で
あ
つ
た
。

三

宣
長
は
漢
学
を
学
ぶ
傍
ら
和
歌
に
も
励
ん
で
、
彼
の
歌
論
は
こ
の
遊
京
中
の

教
養
を
温
床
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
景
山
の
思
想
が
宣
長
の
歌

論
の
中
に
も
流
れ
込
ん
で
ゐ
る
こ
と
は
、
す
で
に
あ
る
程
度
ま
で
言
は
れ
て
ゐ

る
通
り
で
あ
る
。
た
だ
然
し
、
景
山
の
思
想
と
宣
長
の
歌
論
と
の
関
係
は
、
い

ま
だ
必
ず
し
も
具
体
的
に
詳
し
く
検
討
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
そ

れ
で
、
今
こ
こ
に
景
山
の
学
問
や
思
想
に
つ
い
て
、
宣
長
の
歌
論
と
の
関
係
を

知
る
上
で
必
要
と
思
は
れ
る
問
題
に
関
し
改
め
て
考
へ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。



景
山
は
前
述
の
や
う
に
朱
子
学
の
系
統
を
引
く
学
者
で
あ
る
が
、
学
界
の
新

傾
向
を
自
覚
し
て
ゐ
て
、
太
子
学
一
偏
の
儒
学
者
で
は
な
か
つ
た
。
彼
の
思
想

に
狙
篠
の
思
想
の
影
響
の
あ
る
こ
と
は
、
否
定
し
得
な
い
と
考
へ
る
。
狙
係
が

景
山
の
問
ひ
に
答
へ
た
書
は
「往
篠
集
」巻
二
十
七
に
二
篇
あ
つ
て
、
そ
の
中
の

「東
都
物
茂
卿
。
謹
復
二書
西
京
屈
君
足
下
Ъ

七
月
中
元
日
。
…
…
」
で
始
ま

る
方
の
一
篇
は
、

「組
篠
先
生
学
則
」
の
附
録
に
も
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の

中
で
征
篠
は
学
問
の
道
は
古
へ
に
本
づ
く
と
い
つ
て
、
古
文
辞
学
の
精
神
を
鼓

吹
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、

「蓋
古
文
辞
之
学
。
豊
徒
読
已
邪
。
亦
必
求
レ
出
二諸

其
手
指
・焉
。
能
出
〓諸
其
手
指
ヽ

而
古
書
猶
主
口之
日
自
出
・焉
。
夫
然
後
。

直
与
二古
人
一相
二揖
於
一
堂
上
Ъ

不
レ用
〓紹
介
・焉
」、

「夫
六
経
。
皆
事
也
。

皆
辞
也
。
有
欄
二辞
与
レ事
。
古
今
其
如
レ粽
二諸
掌
一乎
。
於
レ是
回
レ首
以
読
二後

世
之
書
Ъ

萬
巻
雖
レ彩
乎
。
如
二破
竹

然̈
」
と
い
ふ
や
う
な
、
往
篠
を
研
究
す

る
人
が
引
用
す
る
古
文
辞
学
の
神
髄
に
触
れ
た
言
葉
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
意

す
べ
き
で
あ
ら
う
。
他
に
も
往
篠
は
こ
の
書
の
中
で
、

宋
儒
伝
注
。
唯
求
二理
於
其
心
・以
言
レ之
。
夫
理
者
。
無
二定
準
一者
也
。

聖
人
之
心
。
不
レ可
二得
雨
測
・実
。
唯
聖
識
レ
聖
。
宋
儒
之
所
レ為
。
豊
不
レ

個
乎
。

と
い
つ
て
宋
儒
の
伝
注
を
排
し
、
ま
た

且
古
言
簡
而
文
。
今
言
質
而
冗
。
雅
言
之
於
二但
言
・也
。　
華
言
之
於
二倭

言
・也
。
亦
猶
如
レ是
敷
。
夫
華
言
之
可
レ訳
者
。
意
耳
。
意
之
可
曇
［
。
理

耳
。
其
文
策
榮
然
者
。
不
レ可
二得
雨
訳
・実
。

と
い
つ
て
、
華
言
と
和
言
と
の
関
係
を
も
論
じ
て
ゐ
る
。
景
山
の
著
書
を
見
て

も
、
こ
の
書
に
述
べ
ら
れ
た
狙
係
の
学
問
的
思
想
は
、
景
山
に
影
響
を
与
へ
て

ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
さ
う
し
て
組
篠
の
思
想
は
、
景
山
を
経
て
宣
長
に
伝

つ
た
も
の
の
あ
る
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

景
山
の
学
問
的
思
想
は
そ
の
著

「
不
尽
言
」
に
よ
つ
て
端
的
に
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
書
の
成
立
年
代
は
明
か
で
は
な
い
が
、
内
容
か
ら
見
て
、
恐
ら

く
比
較
的
晩
年
に
、
彼
の
思
想
が
円
熟
し
た
頃
に
な
つ
て
、
君
侯
の
教
養
の
た

め
に
筆
を
執
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
学
問
や
政
治
に
関
す
る
欄
題
に
つ
い
て
意
見

を
具
陳
し
た
も
の
で
、
国
文
を
も
つ
て
書
き
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
景
山
は
そ
の
中

で
詩
歌
に
関
し
て
も

一
家
言
を
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
宣
長
の

歌
論
を
考
察
す
る
に
際
し
、
是
非
と
も
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
思
想
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

「
不
尽
言
」
の
最
初
に
述
べ
ら
れ
た
学
問
に
関
す
る
論
に
は
、
古
文
辞
学
派

の
思
想
か
ら
の
影
響
を
明
か
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち

「
さ
れ
ば
書
と

云
も
の
皆
中
華
の
人
の
言
語
な
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
と
ご
と
く
文
字
な
れ
ば
、
日
本

人
の
学
文
を
す
る
に
は
、
文
字
の
意
味
に
通
達
す
る
が
最
初
の
事
也
」
と
い
つ

て
、
字
義
の
研
究
が
先
づ
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
そ
れ
に
関
聯
し
て
、
「す

べ
て
文
字
の
意
味
は
心
に
て
合
点
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
に
、
意
味
ま
で
は

ど
う
も
和
訓
に
つ
け
お
ほ
せ
ら
れ
ぬ
。
文
字
は
皆
大
概
に
和
訓
を
つ
け
て
お
か

ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
也
。
そ
れ
で
そ
の
字
の
和
訓
の
と
は
り
に
ば
か
り
、
律
義
に

こ
ゝ
ろ
う
れ
ば
、
意
味
の
大
き
に
ち
が
ふ
類
も
多
く
あ
る
こ
と
也
」
と
述
べ
、

一
般
に
和
訓
が
漢
字
の
意
味
を
精
確
に
伝
へ
難
い
こ
と
を
論
じ
て
ゐ
る
。
次
に

「彼
の
字
義
を
耕
ず
る
内
に
は
、
又
中
華
の
人
の
語
勢
を
と
く
と
合
点
せ
ね
ば

文
字
の
意
義
に
通
達
し
た
ば
か
り
で
は
、
又
書
が
読
ま
れ
ぬ
も
の
也
。
し
か
る

に
中
華
人
の
語
勢
と
、
日
本
人
の
語
勢
と
は
、
雲
泥
の
ち
が
ひ
あ
る
こ
と
也
。

そ
れ
ゆ
ゑ
日
本
人
の
語
勢
を
以
て
中
華
人
の
語
勢
を
推
量
す
る
に
よ
つ
て
、
心

得
ち
が
ひ
が
出
来
る
也
」
と
い
つ
て
、
漢
文
の
語
勢
を
理
解
し
て
、
こ
れ
に
習

熱
す
る
こ
と
の
必
要
を
説
き
、
中
華
の
直
読
と
日
本
の
倒
読
と
の
相
違
に
つ
い

て
論
じ
た
後
、

「書
を
読
に
は
日
本
人
の
心
持
を
と
ん
と
は
な
れ
て
、
中
華
人



の
心
持
に
な
り
か
は
つ
て
見
ね
ば
、
正
真
の
こ
と
に
て
は
な
き
也
。
日
本
人
の

心
持
で
ゐ
る
内
は
、
書
を
読
む
に
反
り
点
な
し
に
直
読
し
て
は
、
ど
う
し
て
そ

の
義
理
が
通
ず
る
こ
と
ぞ
と
、
い
つ
ま
で
も
疑
は
晴
る
こ
と
あ
る
ま
じ
き
也
」

と
述
べ
て
、
中
華
人
の
心
に
な
り
、
漢
文
の
直
読
に
熱
し
な
け
れ
ば
、
所
詮
漢

文
の
真
義
は
理
解
し
得
ざ
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
和
訓

の
不
精
確
さ
を
衝
き
、
漢
文
の
直
読
を
可
と
す
る
思
想
は
、
組
係
が

「訳
文
笙

蹄
」
の
題
言
や

「詩
文
国
字
贋
」
下
巻
に
お
い
て
主
唱
し
た
所
で
あ
つ
て
、
景

山
は
征
篠
の
思
想
を
祖
述
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
景
山
は
学
問
を
す

る
た
め
に
は
、
先
づ
字
義
と
話
勢
と
を
排
ず
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る

と
い
ふ
こ
と
を
、
多
く
の
言
葉
を
費
や
し
、
口
を
極
め
て
主
張
し
て
ゐ
る
。
古

聖
賢
の
書
は
皆
中
華
人
の
話
で
あ
る
か
ら
、
中
華
人
の
字
義
と
語
勢
２
に
通
達

し
な
い
で
は
、
何
を
も
つ
て
古
聖
賢
の
語
意
を
合
点
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
ぞ

と
述
べ
、
ま
た
字
義
と
語
勢
と
を
合
点
し
な
い
初
心
の
者
に
高
妙
な
理
を
説
き

聞
か
せ
る
こ
と
は
、
私
造
の
偏
見
を
抱
か
せ
る
に
至
る
所
以
で
あ
る
こ
と
を
も

説
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
字
義
語
勢
を
耕
ず
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
難
事

で
は
な
い
と
い
ひ
、

「
只
よ
く
唐
本
を
読
得
て
ヽ
唐
人
の
語
意
を
と
く
と
知
り

悟
つ
た
る
学
者
を
求
め
て
、
唐
人
の
語
を
日
本
人
の
語
に
あ
て
が
ひ
、
違
ぬ
や

う
に
翻
訳
さ
せ
て
合
点
す
れ
ば
、
自
然
と
字
義
に
も
語
勢
に
も
早
く
通
ず
る
も

の
也
。
そ
の
合
点
し
た
字
義
語
勢
を
和
語
に
あ
て
が
ひ
書
を
読
む
が
、
書
を
読

む
の
捷
径
な
り
」
と
、
そ
の
方
法
を
述
べ
て
る
る
。
こ
れ
は
組
練
が
前
記
の
書

物
の
中
で
、
学
問
に
入
る
方
法
と
し
て
、
長
崎
の
通
訳
官
の
ご
と
く
、
唐
音
即

ち
中
国
語
を
学
び
、
漢
文
を
読
む
の
に
和
訓
廻
読
を
も
つ
て
せ
ず
、
中
華
の
ロ

語
を
も
つ
て
読
み
、
そ
れ
を
わ
が
近
世
の
言
葉
に
よ
つ
て
翻
訳
し
、
章
旨
及
び

高
妙
の
理
を
求
め
な
い
や
う
に
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
ゐ
る
の
に
、
そ
の
ま
ま

倣
つ
た
も
の
で
あ
る
。
景
山
が
組
徳
の
学
問
的
方
法
を
受
け
容
れ
て
ゐ
る
こ
と

は
明
か
で
あ
ら
う
。

か
う
し
て
古
文
辞
学
派
の
方
法
論
を
重
ん
じ
た
景
山
は
、

「今
の
世
に
学
文

と
い
へ
ば
、
初
心
の
人
に
は
大
学
を
講
釈
し
て
き
か
せ
、
中
庸
な
ど
を
説
き
聞

か
す
る
こ
と
に
な
り
ぬ
。
大
学
中
庸
な
ど
そ
の
理
高
妙
な
る
も
の
ゆ
ゑ
、
初
心

大
体
の
人
の
耳
に
い
ら
ね
ば
、
聞
か
ヽ
つ
て
も
精
を
つ
か
し
、
つ
い
怠
り
や
め

る
や
う
に
多
く
は
成
り
…
…
」
と
い
つ
て
、
朱
子
学
派
的
な
入
門
の
方
法
を
排

斥
し
、

「
日
本
に
て
儒
者
と
呼
ば
る
ヽ
人
の
か
く
文
章
に
は
、
精
出
し
て
か
い

て
も
、
文
法
に
転
倒
錯
置
あ
り
て
よ
ま
れ
ぬ
が
多
く
あ
る
也
。
林
羅
山
な
ど
、

日
本
の
大
儒
と
い
は
れ
し
人
な
れ
ど
も
、
羅
山
文
集
の
内
に
は
大
き
な
転
倒
が

多
く
あ
る
こ
と
也
」
と
述
べ
て
、
字
義
語
勢
を
知
ら
な
い
学
者
の
文
に
誤
の
多

い
こ
と
を
言
ひ
、
羅
山
の
文
に
も
大
き
な
間
違
ひ
が
あ
る
と
い
つ
て
ゐ
る
。
こ

の
や
う
に
学
問
の
方
法
に
つ
い
て
、
景
山
は
父
祖
以
来
の
朱
子
学
の
思
想
を
墨

守
す
る
こ
と
な
く
、
室
鳩
巣
の
如
き
典
型
的
な
朱
子
学
者
の
限
か
ら
は
異
端
視

さ
れ
た
、
新
儒
学
の
巨
撃
で
あ
る
往
篠
の
思
想
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
つ
て
、

彼
が
決
し
て
偏
狭
な
儒
者
で
な
か
つ
た
こ
と
は
、
た
や
す
く
推
察
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

四

学
問
的
方
法
に
お
い
て
往
篠
の
影
響
を
受
け
た
景
山
は
、
詩
に
対
し
て
も
朱

子
学
的
な
見
解
を
固
守
す
る
こ
と
が
な
か
つ
た
。

「不
尽
言
」
の
中
で
、
彼
は

朱
子
学
の
流
れ
を
汲
む
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
詩
の
見
か
た
に
つ
い
て
朱
子
の

説
は
信
奉
し
難
い
こ
と
を
明
か
に
宣
言
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、

愚
拙
経
学
は
朱
学
を
主
と
す
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
詩
と
云
も
の
ヽ
見
や
う

は
、
朱
子
の
護
そ
の
意
を
得
ざ
る
こ
と
也
。　
思
無
レ邪
と
云
を
、
朱
子
は

人
の
詩
を
学
ぶ
法
を
の
玉
へ
る
と
見
ら
れ
た
る
ゆ
え
に
、
論
語
の
此
所
の



護
に
、
勧
喜
懲
悪
の
こ
と
と
せ
ら
れ
た
る
な
り
。
し
か
れ
ど
も
勧
善
懲
悪

と
云
は
、
春
秋
の
教
に
て
こ
そ
あ
れ
、
詩
の
教
に
て
は
な
き
な
り
。
礼
記

に
も
す
で
に
人
の
温
柔
敦
厚
に
な
る
や
う
に
と
す
る
が
、
詩
の
教
じ
や
と

云
て
あ
る
こ
と
な
り
。

と
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
「
朱
子
は

「論
語
集
証
」
で
為
政
篇
の

「
思
無
レ
邪
」

を
解
し
て
、
詩
に
感
発
懲
創
の
用
が
あ
る
と
な
し
、
更
に

「其
用
帰
口於
使
・人

得
二其
情
性
之
正
一而
己
」
と
言
つ
て
ゐ
る
。
景
山
は
そ
れ
に
賛
成
す
る
こ
と
な

く
、
勧
善
懲
悪
は

「春
秋
」
の
教
へ
で
あ
る
と
述
べ
、
温
柔
敦
厚
が
詩
の
教
ヘ

で
あ
る
と
い
ふ

「
礼
記
」
経
解
に
見
え
る
孔
子
の
言
葉
を
あ
げ
て
反
駁
し
た
の

で
あ
る
が
、
景
山
の
こ
の
見
解
に
は
や
は
り
組
練
学
派
の
思
想
が
影
響
し
て
ゐ

る
も
の
と
考

へ
る
。　
往
篠
が
朱
子
の
勧
懲
説
に
反
対
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
「耕

道
」
や

「答
間
書
」
な
ど
を
見
て
も
知
ら
れ
、
す
で
に
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
春

台
は

「
朱
氏
詩
伝
膏
育
」
附
載
の
読
朱
氏
詩
伝
の
中
で
、

夫
懲
悪
勧
善
者
。
春
秋
之
旨
也
。
春
秋
者
実
録
也
。
改
善
悪
皆
書
レ
之
。

惟
仲
尼
因
而
修
レ
之
。
明
二褒
貶
、

行
二賞
罰
Ъ

以
勧
二懲
之
Ъ
所
ヨ以
立
ニ

王
法
之
大
経
・也
。
仲
晦
乃
以
レ是
説
レ詩
“
豊
不
レ謬
哉
。

と
論
じ
て
、
勧
善
懲
悪
は

「春
秋
」
の
旨
で
あ
り
、
朱
子
が
こ
れ
を
も
つ
て
詩

を
説
く
の
は
謬
り
で
あ
る
と
な
し
、
更
に
ま
た
詩
に
つ
い
て
は
、

孔
子
日
。
其
為
レ人
也
。
温
柔
敦
厚
。
詩
教
也
。
若
持
二是
非
之
論
Ъ

而

偏
二乎
好
悪
ヽ

則
豊
温
柔
敦
厚
之
意
哉
。

と
述
べ
、

「礼
記
」
に
伝
へ
る
孔
子
の
言
葉
を
引
き
、
人
と
為
り
の
温
柔
敦
厚

と
な
る
こ
と
が
詩
の
教
へ
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
同
様
の
趣
旨
を
春
台
は
そ
の

著

「
六
経
略
説
」
の
中
に
も
述
べ
て
ゐ
る
が
、
右
の
景
山
の
所
説
は
、
春
台
の

言
ふ
所
と
全
く
軌
を
一
に
す
る
。
景
山
は
恐
ら
く
春
台
の
著
書
を
読
ん
で
ゐ
た

も
の
と
思
は
れ
、
当
時
の
学
界
の
情
勢
か
ら
考
へ
て
、
景
山
の
詩
に
関
す
る
思

想
は
、
や
は
り
往
篠
学
派
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ら
う
。
六
経
の
中
の
一
経
を
修
め
得
れ
ば
、
他
経
を
用
ひ
ず
し
て
足
ら
ざ
る

所
が
な
い
と
い
ふ
の
は
宋
儒
の
思
想
で
あ
り
、
六
経
を
重
ん
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
独

自
の
用
の
あ
る
こ
と
を
説
く
の
は
組
篠
学
派
の
思
想
で
あ
る
。
景
山
は
春
台
と

同
様
に
詩
の
独
自
の
用
を
指
摘
し
て
、
勧
懲
は

「春
秋
」
の
教
へ
で
あ
る
と
い

ひ
、
朱
子
の
詩
教
を
斥
け
た
の
で
あ
つ
た
。

「
不
尽
言
」
に
お
い
て
景
山
が
詩

歌
に
関
し
て
論
ず
る
所
は
、
こ
の
や
う
な
詩
に
対
す
る
往
篠
学
派
的
な
見
解
か

ら
出
発
し
て
ゐ
る
。

か
う
し
て
詩
を
組
篠
学
派
的
に
認
識
し
た
景
山
は
、
当
然

「詩
経
」
は
人
情

を
知
ら
せ
る
た
め
の
書
で
あ
る
と
解
し
、
詩
は
結
局
人
情
の
発
露
し
た
も
の
に

他
な
ら
な
い
と
考
へ
た
。

「詩
と
云
も
の
ヽ
出
来
る
は
、
人
の
五
倫
朝
夕
交
る

間
の
事
に
つ
け
て
、
人
の
七
情
が
動
き
発
り
、
内
に
鬱
し
積
つ
て
ど
ふ
も
た
ま

ら
ぬ
も
の
が
、
我
と
覚
え
ず
し
ら
ず
詞
に
自
然
と
発
し
た
る
も
の
也
」
と
説
い

て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
和
歌
も
ま
た
同
様
で
あ
る
と
述
べ
、
「
和
歌
と
云
も
の
も
、

本
は
詩
と
同
じ
も
の
に
て
、
紀
貫
之
が
古
今
集
の
序
に
、
人
の
心
を
種
と
し
て

萬
の
言
の
葉
と
は
な
れ
り
け
り
と
い
ひ
、
見
る
も
の
開
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
出

せ
る
と
い
へ
ば
、
詩
の
本
意
と
符
合
せ
る
も
の
也
」
と
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
や
う
な
詩
歌
の
原
理
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て

景
山
は
朱
子
の

「詩
集
伝
」
の
序
に
あ
る

「発
二於
盗
嵯
嘆
味
之
余
こ

を
認
め

て
ゐ
る
が
、
「思
無
レ
邪
」
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
朱
子
が

「邪
」
を
人
の
邪
悪

の
心
と
解
く
の
を
排
し
、

「思
無
レ
邪
」
は
実
情
の
発
露
で
あ
つ
て
、
「善
悪
邪

正
と
も
に
、
人
の
内
に
ひ
そ
め
た
る
実
情
の
か
く
さ
れ
ぬ
も
の
は
詩
に
あ
る
こ

と
な
り
」
と
述
べ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
春
台
が
前
記
の
読
朱
氏
詩
伝
に

「今

大
詩
者
。
人
情
之
形
二予
言
・者
也
。
仲
晦
乃
以
二邪
正
是
非
喜
Ｆ
之
。
豊
不
レ
謬

哉
」
と
論
じ
て
ゐ
る
の
と
同
じ
く
、
こ
れ
も
ま
た
狙
徳
学
派
的
な
見
解
と
す
べ



き
で
あ
ら
う
。
ま
た
景
山
は

「論
語
」
為
政
篇
の
孔
子
の
言
葉
に
関
し
て
、「詩

は
三
百
篇
あ
れ
ど
も
、　
一
々
皆
人
の
思
無
レ
邪

よ
り
発
出
し
た
る
も
の
に
て
、

人
の
実
情
の
す
ぐ
に
あ
ら
は
れ
た
る
も
の
な
り
と
の
玉
へ
る
こ
と
な
名
な
し
。

和
歌
の
道
も
此
と
は
り
に
少
し
も
か
は
る
こ
と
は
な
き
も
の
ヽ
、
只
唐
山
大
和

と
人
の
語
言
の
ち
が
ひ
た
る
ば
か
り
に
て
、
共
に
人
の
思
無
レ
邪

に
な
る
と
こ

ろ
よ
り
発
出
せ
る
も
の
な
り
」
と
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
や
う
に
詩
歌

同
趣
説
に
立
つ
て
、
詩
と
和
歌
と
を
対
等
に
考
へ
る
こ
と
は
、
征
篠
学
派
の
思

想
と
見
な
さ
れ

（樟
蔭
文
学

ｏ
第
五
号

ｏ
拙
稿
参
照
）、　
往
徐
が

「異
国
と
わ

が
国
は
風
俗
大
に
異
な
る
中
に
、
唯
詩
と
歌
と
の
道
ば
か
り
詞
の
こ
と
な
る
の

み
に
て
、
其
趣
全
く
お
な
じ
」
（春
台

・
独
語
）
と
述
べ
た
思
想
と
同

一
の
も
の

で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

景
山
は
詩
歌
は
人
の
実
情
の
発
露
し
た
も
の
と
見
て
、
そ
の
本
質
に
就
い
て

は
右
の
や
う
に
往
復
学
派
的
な
思
想
を
抱
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
本
質

論
か
ら
出
発
し
て
、
雀
練
学
派
の
特
に
詳
説
し
な
か
つ
た
と
思
は
れ
る
問
題
に

論
及
し
て
ゐ
て
、
し
か
も
そ
の
問
題
は
、
宣
長
の
歌
論
を
考
察
す
る
上
で
看
過

で
き
な
い
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
彼
は

さ
て
人
情
の
こ
と
を
論
ぜ
ば
、
即
ち
礼
記
に
飲
食
男
女
は
人
の
大
欲
存
焉

と
あ
る
聖
語
の
如
く
、
人
情
の
最
も
重
く
大
事
な
る
も
の
は
男
女
の
欲
な

と
言
ひ
起
し
、
男
女
間
の
欲
情
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
、
そ
れ
が
実
情
の
表
出

で
あ
る
詩
歌
と
は
密
接
な
関
係
を
も
つ
て
、
和
歌
の
道
に
お
い
て
も
恋
を
重
ん

ず
る
所
以
を
説
い
て
ゐ
る
。
男
女
の
欲
は
人
情
の
中
で
最
も
重
い
も
の
で
あ
り

聖
人
の
第

一
に
慎
み
長
れ
る
所
な
る
が
故
に
、

「詩
経
」
の
初
め
に
も
先
づ
関

雅
の
詩
を
載
せ
て
、
夫
婦
の
間
琴
嶽
相
和
す
る
情
思
の
正
大
高
雅
な
風
を
以
て

人
に
示
し
た
の
み
な
ら
ず
、
関
惟
は

「楽
而
不
レ浬
」
（論
語

・
八
倫
）
と
説
か

れ
て
ゐ
る
と
述
べ
、
ま
た

「風
雅
集
」
の
序
に
和
歌
の
様
を
論
じ
て
、

「艶
な

る
は
姪
れ
や
す
く
、　
木
強
は
雅
馴
な
ら
ず
」
（流
布
本
序
に
は

「艶
な
る
は
た

は
れ
過
ぎ
、
強
き
は
懐
か
し
か
ら
ず
）
と
あ
る
の
は
、
か
の
楽
と
涅
と
の
分
れ

め
に
通
じ
、
詩
の
本
意
に
も
自
然
と
か
な
つ
て
、
和
漢
古
今
の
人
心
の
少
し
も

変
ら
な
い
こ
と
が
め
で
た
い
と
言
ひ
、
恋
歌
に
つ
い
て
は
、

和
歌
は
我
朝
古
来
の
宗
匠
の
論
に
も
、
恋
の
歌
を
以
て
最
も
大
事
と
し
、

重
き
こ
と
ヽ
し
た
る
こ
と
も
、
夫
婦
の
情
は
人
情
の
本
原
に
て
、
和
歌
の

よ
つ
て
起
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
萬
葉
集
に
も
相
聞
と
て
、
恋
の
部
の
歌
を

巻
首
に
載
せ
、
全
体
に
こ
ひ
の
歌
多
く
入
れ
ら
れ
、
其
後
の
代
々
の
撰
集

に
も
、
恋
歌
を
最
多
く
載
せ
て
こ
れ
を
主
と
す
る
こ
と
な
り
。

と
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て

俊
成
卿
の
歌
に

「恋
セ
ズ
バ
人
ノ
心
ノ
ナ
カ
ラ
マ
シ
物
ノ
ア
ハ
ン
ハ
コ
ン

ヨ
リ
ゾ
知
ル
」
と
詠
ぜ
ら
れ
し
は
、
左
の
み
秀
歌
に
は
あ
ら
ず
と
も
、
そ

の
意
趣
向
上
な
る
こ
と
に
し
て
、
人
情
に
よ
く
達
し
た
る
こ
と
な
り
。

と
、
俊
成
の
歌
を
あ
げ
、
恋
と
い
ふ
も
の
が
人
情
に
通
達
す
べ
き
契
機
と
な
る

こ
と
を
説
い
て
ゐ
る
。
恋
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

「恋
と
い
へ
る
は
、
夫
婦
の

思
慕
深
切
な
る
と
こ
ろ
の
実
情
を
い
へ
る
こ
と
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
は
ゐ
る

が
、
思
慕
深
切
の
実
情
と
い
ふ
こ
と
を
広
く
お
し
及
ぼ
し
て
考
へ
る
時
に
は
、

父
子
兄
弟
の
間
の
愛
情
も
、
君
臣
朋
友
の
間
の
交
情
も
恋
と
い
ふ
こ
と
が
で
き

る
と
し
、
畢
党
、
思
慕
深
切
の
実
情
は
孟
子
の
い
ふ

「
不
レ
忍
レ
人
之
心
」
で
あ

り
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
仁
の
本
体
で
あ
る
と
ま
で
言
つ
て
、
右
の
俊
成
の
歌
に

つ
き
、心

の
な
か
ら
ま
し
と
詠
ぜ
る
は
、
俗
に
い
へ
る
心
な
い
と
云
義
な
れ
ば
、

人
と
し
て
も
し
人
情
に
う
と
く
あ
ら
ば
、
物
事
に
細
か
に
気
が
つ
か
ず
、

覚
え
ず
と
心
な
い
こ
と
出
来
て
、
あ
つ
ヽ
か
な

る
む
ご

い
こ
と
あ
る
べ



し
。
人
情
に
通
達
せ
ず
し
て
、
何
と
し
て
物
の
あ
は
れ
は
知
る
べ
き
や
う

は
な
き
こ
と
ヽ
い
へ
る
、
俊
成
卿
の
意
な
る
べ
し
と
思
は
る
ヽ
な
り
。
し

か
る
ゆ
ゑ
に
人
情
に
通
ず
る
は
仁
を
求
る
の
方
術
な
り
。

と
説
明
を
加
へ
て
ゐ
る
。
景
山
は
も
の
の
あ
は
れ
を
人
の
深
切
の
実
情
と
解
し

て
を
り
、
右
の
文
に
は
儒
者
的
な
思
考
法
が
指
摘
せ
ら
れ
る
に
せ
よ
、
結
論
的

に
は

「夫
婦
間
の
思
慕
深
切
な
る
実
情
は
、
い
ち
大
事
な
る
重
き
こ
と
な
れ
ば

我
朝
和
歌
の
道
も
自
然
と
こ
ゝ
を
以
て
大
切
と
す
る
所
以
な
り
」
と
述
べ
て
、

和
歌
の
道
で
は
恋
が
大
事
と
せ
ら
れ
る
所
以
を
言
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
几
俗

の
朱
子
学
信
奉
者
で
な
か
つ
た
こ
と
は
明
か
で
、
こ
の
思
想
は

「紫
文
要
領
」

や

「
石
上
私
淑
言
」
に
お
け
る
宣
長
の
人
情
論
に
通
ず
る
。

一
「
不
尽
言
」
の
中
に
は
、
和
歌
の
秘
伝
や
古
今
伝
授
と
い
ふ
も
の
が
、
根
拠

の
な
い
搾
へ
ご
と
で
あ
る
こ
と
も
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
秘
伝
に
つ
い
て
は
ヽ
理

窟
を
臆
断
に
よ
つ
て
搾
へ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
い
ひ
、

「元
来
和
歌
の
道
に
秘

伝
と
云
こ
と
あ
る
べ
し
と
も
思
は
れ
ず
」
と
述
べ
て
を
り
、
古
今
伝
授
に
つ
い

て
も
、

「後
人
奇
怪
の
こ
と
を
作
て
、
古
今
を
売
る
も
の
ヽ
作
り
し
こ
と
な
る

べ
し
」
な
ど
と
い
つ
て
非
難
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
い
は
れ
の
な
い

こ
と
は
、
歌
学
を
歴
史
的
に
考
察
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

中
で
契
沖
の
説
を
引
い
て
、
伝
授
が
古
く
は
存
し
な
か
つ
た
こ
と
を
強
調
し
て

ゐ
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

「契
沖
師
は
水
戸
の
文
庫
の
秘
書
を
も
偏

く
見
、
そ
の
外
歌
学
を
極
め
し
宏
質
逸
材
の
人
な
れ
ば
…
…
」
と
い
つ
て
、
契

沖
の
学
説
に
は
心
か
ら
信
頼
を
寄
せ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
契
沖
の
門
人
今
井

似
閑
と
交
り
の
あ
つ
た
事
実
は

「不
尽
言
」
の
記
事
か
ら
も
知
ら
れ
、
契
沖
の

学
問
の
精
神
は
似
閑
を
通
し
て
景
山
に
流
れ
こ
み
、
そ
の
精
神
が
宣
長
を
啓
発

す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

五

宣
長
は
京
都
に
遊
学
し
て
景
山
が
歿
す
る
ま
で
師
事
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て

「
不
尽
言
」
は
当
然
読
ん
で
ゐ
た
に
相
違
な
い
。
鈴
屋
に
蔵
せ
ら
れ
る

「
玉
勝

間
」
の
原
本
の
第
二
巻
に
は
、
景
山
の

「不
尽
言
」
か
ら
の
抜
抄
と
し
て
詩
歌

論
が
載
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「排
菫
小
船
」
や

「
石
上
私
淑
言
」
の
歌
論
に
は

「不
尽
言
」
に
見
ら
れ
る

景
山
の
思
想
と
関
係
を
持
つ
所
が
あ
る
が
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
の
小
論

で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
京
都
遊
学
中
に
、
儒
生
の
宣
長
の
心

に
芽
生
え
た
歌
論
的
な
も
の
を
述
べ
、
そ
れ
が
景
山
か
ら
の
感
化
が
あ
る
こ
と

に
注
意
を
し
て
お
き
た
い
。

「本
居
宣
長
稿
本
全
集
」
第
二
輯
所
収
の
書
簡
の

六
と
七
と
は
、
屈
潤
の
友
人
で
あ
る
清
水
吉
太
郎

（清
童
子
）
に
贈
つ
た
も
の

で
、
と
も
に
漢
文
で
書
か
れ
て
を
り
、
年
紀
不
詳
で
あ
る
が
、
遊
学
の
終
り
頃

（宝
暦
七
年
頃
）
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
当
時
の
宣
長
の
儒
学
や

和
鍬
に
対
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
見
て
先
づ
注
意
す
べ
き
は
、
宣

長
が
儒
学
に
つ
い
て
狙
篠
学
派
的
な
思
想
を
抱
い
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
六
の

書
簡
に
は
、

儒
也
者
。
聖
人
之
道
也
。
聖
人
之
道
。
為
レ
国
治
二天
下
・安
レ
民
之
道
也
。

非
Ｔ所
二以
私
有
自
楽

者̈
・也
。
夫
孔
子
距
二文
武
周
公
・不
二甚
遠
Ｌ

先
王

之
礼
楽
刑
政
未
レ沢
。
遺
化
尚
存
焉
。
而
其
道
弗
レ
行
。晩
知
二其
不
可
・也
。

遂
修
ｉ
ハ経
・伝
二諸
後
世
・実
。

と
い
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
全
く
狙
徐
の
思
想
の
祖
述
で
あ
る
。
狙
篠
は

「先
王

聖
人
也
。
故
或
謂
二之
先
王
之
道
Ъ

或
謂
二之
聖
人
之
道
こ
（舞
名
・
中
）
と
い

つ
て
を
り
、
宣
長
の
い
ふ

「聖
人
之
道
」
も
即
ち
先
王
の
道
で
あ
つ
て
、

「先

王
之
道
。
安
二天
下
・之
道
也
六
舞
道
）
と
は
、
狙
篠
が
力
を
つ
く
し
て
説
く
所



で
あ
る
。
そ
の
天
下
を
安
ん
ず
る
道
は
礼
楽
刑
政
に
他
な
ら
な
い
。
組
徐
は
、

「
礼
楽
刑
政
。
先
王
以
レ是
尽
下
於
安
二天
下
・之
道
こ

（
同
）
と
い
つ
て
ゐ
る
。

さ
う
し
て
組
篠
も
ま
た
孔
子
の
事
業
に
つ
い
て
、
「
及
二其
終
不
ン得
レ位
。
而
後

修
・一六
経
・以
伝
レ
之
。

六
経
即
先
王
之
道
也
」

と
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
宣

長
の
儒
学
に
お
け
る
思
想
は
径
練
学
の
思
想
を
承
け
て
ゐ
る
と
い
は
わ
ば
な
ら

な
い
。
七
の
書
簡
に
も
、
や
は
り

聖
人
之
道
安
二天
下
・之
道
也
。
非
Ｔ所
二以
巻
而
懐
・者
上也
。

と
い
ふ
言
葉
が
見
え
る
。
ま
た

不
伝
之
読
ｉ
ハ
経
論
語
Ｌ

唯
玩
二其
文
辞

而̈
已
実
。

と
述
べ
て
ゐ
る
所
に
も
、
古
文
辞
学
の
影
響
は
明
か
に
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

鈴
屋
蔵
の

「
玉
勝
間
」
の
原
本
の
最
初
の
方
に
は
、
征
篠
の

「耕
道
」
や

「舞

名
」
か
ら
の
抜
抄
が
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
定
す
れ
ば
、
宣
長
は
景
山
に
よ
つ

て
狙
徳
学
を
も
教

へ
ら
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

「
不
尽
言
」
の
思
想
か
ら
見

て
も
、
景
山
は
役
篠
学
の
私
淑
者
で
あ
つ
た
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
、
右
の
宣
長

の
思
想
が
狙
篠
学
派
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
実

で
あ
る
。
宣
長
の
歌
論
に
狙
徳
学
派
的
な
考

へ
方
が
認
め
ら
れ
る
の
が
、
決
し

て
偶
然
の
一
致
で
な
い
こ
と
は
、
右
の
や
う
に
在
京
中
の

・
彼
わ
儒
学
思
想
か
ら

も
肯
定
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
。
こ
の
点
は
未
だ
注
意
せ
ら
れ
て

ゐ
な
い
や
う
で
ぁ
る
が
、
無
視
す
べ
か
ら
ぎ
る
事
実
で
あ
ら
う
。

さ
て
宣
長
は
右
の
二
つ
の
書
簡
に
お
い
て
、
役
篠
的
な
儒
学
思
想
の
上
に
立

ち
、
和
歌
を
儒
道
に
比
較
し
て
論
じ
て
ゐ
る
。
歌
道
と
儒
道
と
の
区
別
に
つ
い

て
、
七
の
書
簡
で
は
、

和
歌
之
与
二聖
人
之
道
・也
。
其
類
大
異
而
固
非
Ｔ可
二抗
敵
・者
二也
。
１
…

和
歌
也
者
言
Ｌ
心
之
大
道
也
。
儒
也
者
安
二天
下
・之
大
道
。
…
…

こ
れ
は
朱
子
の
詩
教
に
反
対
し
て
、
詩
は
人
情
を
述
べ
た
も
の
で
、
勧
懲
の

教

へ
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
説
く
景
山
の
思
想
と
通
ず
る
思
想
で
あ
る
が
、

根
本
的
に
は
、
春
台
が
そ
の
著

「
六
経
略
説
」
の
最
後
の
条
に
お
い
て
、

「
聖

人
ノ
道

ハ
唯
ヒ
ト
ス
ヂ
ナ
リ
。　
一
ス
ヂ
ト
ィ
フ
ハ
、
天
下
ノ
民
ヲ
安
ク
ス
ル
ト

イ
フ
一
塗
ノ
外

二
出
ル
コ
ト
ナ
ン
」
と
い
ひ
、
宋
儒
が

「詩
経
」

一
経
の
み
を

も
つ
て
天
下
を
治
め
得
る
と
説
く
の
を
排
撃
し
て
、

「詩

ハ
人
情
フ
ア
リ
ノ
マ

ヽ
二
吐
露
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
深
キ
義
理
ナ
キ
者
」
と
述
べ
て
ゐ
る
の
と
同
じ
く

組
徳
学
派
の
思
想
に
出
来
す
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
さ

う
し
て
宣
長
の
こ
の
思
想
は

「排
蔵
小
船
」
や

「
石
上
私
淑
言
」
の
歌
論
に
も

連
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

宣
長
は
和
歌
を
好
む
に
至
つ
た
理
由
に
つ
い
て
、
六
の
書
簡
の
中
で
次
の
ゃ

う
に
述
べ
て
ゐ
る
。

僕
不
債
幼
而
好
レ学
。
長
愈
益
甚
。
稽
々
取
■
ハ
経
・而
読
レ
之
。
歴
レ年
略

通
二大
義
Ъ

乃
謂
。
美
実
哉
道
也
。

大
可
ヨ
以
治
二天
下
ヽ

小
可
二以
為

，

国
実
。
然
吾
齊
小
人
。
雖
ユ達
而
明
一焉
。
亦
何
所
レ施
乎
。
孔
子
所
レ
与
ニ

曽
哲
・可
二観
而
見
・百
。　
点
也
孔
門
之
徒
。　
而
其
所
レ楽
不
レ在
二先
王
之

道
ヽ

而
在
二浴
折
詠
帰
・実
。
孔
子
之
意
。
斯
亦
在
レ此
而
不
レ在
レ彼
実
。

僕
有
レ取
二千
姦
・雨
至
レ好
二和
歌
Ъ

不
二独
為

，是
。
僕
之
好
二和
歌
・性
也

又
癖
也
。

こ
こ
に
も
儒
学
と
和
歌
と
を
区
別
す
る
宣
長
の
思
想
は
見
ら
れ
る
。
彼
は
幼

年
時
代
か
ら
学
を
好
み
、
長
じ
て
六
経
を
学
ん
だ
が
、
そ
れ
に
よ
つ
て
知
つ
た

先
王
の
道
と
彼
の
嗜
む
和
歌
と
は
別
で
あ
る
と
い
つ
て
、
そ
れ
を
説
明
す
る
の

に

「論
語
」
先
進
篇
に
あ
る
曽
哲
の
話
を
例
に
し
た
の
で
あ
つ
た
。
孔
子
が
治

国
安
民
の
こ
と
を
述
べ
た
三
子
の
志
に
従
は
ず
、
暮
春
二
月
春
服
す
で
に
成
り

折
水
に
浴
し
吟
詠
し
て
帰
り
た
い
と
述
べ
た
曽
哲
の
希
望
に
賛
成
し
た
と
い
ふ

こ
と
を
例
に
し
て
、
孔
子
や
そ
の
徒
の
楽
し
む
所
が
先
王
の
道
で
は
な
か
つ
た



と
言
ひ
、
彼
が
和
歌
を
楽
し
む
の
も
先
王
の
道
を
学
ぶ
こ
と
と
は
別
事
で
あ
る

と
論
じ
ヽ
し
か
も
彼
が
和
歌
を
好
む
の
は
性
癖
で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
や
う
に
和
歌
と
先
王
の
道
と
を
区
別
し
た
後
、宣
長
は

「和
歌
為
二性

情
之
道
・也
固
亡
レ
論
突
」
と
言
ひ
、
和
歌
は
各
時
代
の
人
情
を
反
映
し
て
、
そ

の
風
が
時
と
と
も
に
移
る
こ
と
を
説
い
て
ゐ
る
。
そ
の
中
に
は

「文
質
彬
々
者

唯
古
今
集
有
焉
。
以
為
二千
載
之
規
短
準
細
・也
」
と
も
論
じ
て
ゐ
て
、
も
と
よ

り

「新
古
今
集
」
の
こ
と
な
ど
に
は
触
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
が
、
和
歌
が
治

国
の
道
や
道
徳
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
す
る

「排
董
小
船
」
や

「
石
上
私

淑
言
」
な
ど
に
お
け
る
思
想
は
、
す
で
に
こ
こ
に
そ
の
前
芽
が
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
や
う
に
宣
長
は
景
山
門
下
の
儒
生
で
あ
つ
た
時
代
に
、
和
歌
の
本
質

に
つ
い
て
は
、
後
年
の
歌
論
に
発
展
す
べ
き
思
想
を
抱
い
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と

が
で
き
る
。
繰
り
返
し
述
べ
た
や
う
に
、
そ
こ
に
は
役
篠
学
派
の
思
想
の
影
響

が
考
へ
ら
れ
、
宣
長
が
景
山
の
間
人
で
あ
つ
た
こ
と
を
思
へ
ば
、
そ
の
影
響
は

景
山
の
教
育
か
ら
得
た
も
の
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
景
山
は
詩
に
つ
い

て
は
朱
子
の
説
を
排
し
、
狙
篠
学
派
的
な
思
想
を
抱
い
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
右
の
書
簡
に
見
え
る
組
篠
学
派
的
な
思
想
が
、
景
山
の
思
想
と

無
関
係
で
あ
る
と
は
、
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
も
景
山
が
厳
格

な
朱
子
学
者
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
景
山
に
師
事
し
て
ゐ
た
頃
の
宣

長
が
、
景
山
門
下
の
同
僚
に
向
つ
て
、
右
の
や
う
に
役
練
学
の
思
想
を
も
つ
て

道
を
説
く
こ
と
も
し
な
か
つ
た
に
相
違
な
い
。
景
山
が
征
篠
に
物
を
問
ひ
、「
不

尽
言
」
に
役
練
学
の
思
想
の
影
響
が
見
え
る
の
が
事
実
で
あ
る
以
上
、
在
京
時

代
の
宣
長
の
抱
い
た
組
篠
学
派
的
な
思
想
に
、
景
山
か
ら
の
感
化
の
あ
る
こ
と

は
当
然
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ル
巧
ｏ
前
述
の
如
く
当
時
の
宣
長
が
表
立
つ
て
学
ん

で
ゐ
た
の
は
漢
学
と
医
学
と
で
あ
る
。
国
学
や
和
歌
は
余
技
的
に
学
ん
で
ゐ
た

の
で
あ
つ
た
。
中
で
も
漢
学
に
多
く
の
力
を
そ
そ
い
だ
こ
と
は

「在
京
日
記
」

を
見
て
も
明
か
で
あ
り
、
景
山
の
歿
す
る
ま
で
遊
学
師
事
し
て
、
そ
の
間
に
宣

長
の
歌
論
は
前
え
出
た
の
で
あ
る
。
宣
長
の
歌
論
の
特
性
を
考
察
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
い
づ
れ
に
し
て
も
景
山
か
ら
の
影
響
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら

宣
長
の
伝
記
や
学
問
に
つ
い
て
研
究
す
る
人
が
、
景
山
と
の
関
係
に
触
れ
る

こ
と
は
、
今
日
で
は
常
識
と
な
つ
て
ゐ
る
。
然
し
そ
の
関
係
は

一
般
に
大
ま
か

に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
て
、
景
山
が
ど
の
や
う
な
儒
学
思
想
を
抱
き
、
そ
れ
が
宣
長

に
ど
の
や
う
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
ふ
問
題
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
詳
し

く
は
考
察
さ
れ
て
ゐ
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
こ
の
小
稿
は
宣
長
の
歌
論
の
間

題
を
中
心
に
し
て
、
い
さ
さ
か
そ
の
空
白
を
補
は
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

―
―
大
阪
大
学
教
授
―
―


