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新

勅

撰

集

序

の

問

題

一

新
勅
撰
集
は
定
家
が
晩
年
単
独
の
選
者
と
し
て
選
修
し
た
集
な
の
で
、
種
々

の
点
で
興
味
深
い
問
題
を
學
ん
で
ゐ
る
が
、
周
知
の
や
う
に
早
く
も
そ
の
成
立

直
後
の
歌
壇
で
は
活
撥
な
論
議
が
あ
つ
た
し
、
室
町
期
に
及
ぶ
と
論
議
に
は
一

つ
の
顕
著
な
特
色
の
あ
ら
は
れ
て
く
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
は
ち
そ
れ
ら

は
こ
の
集
を
単
独
に
そ
れ
自
体
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
先
行
者
新
古
今
集
と

の
対
照
に
お
い
て
取
扱
つ
て
き
た
と
い
ふ
こ
と
、
さ
う
い
ふ
対
照
の
中
に
問
題

を
見
出
ｔ
て
き
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
と
い
つ
て
も
新
勅
撰
集
を
新
古
今
集

の
単
な
る
附
属
と
み
な
し
て
き
た
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
却

つ
て
そ
の
対
立
者
と
し
て
こ
の
集
の
存
在
は
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
と
い
は
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
年
代
的
に
も
継
起
し
、
撰
修
に
も
同
じ
く
定
家
が

関
与
し
て
ゐ
る
こ
の
両
集
の
間
に
見
ら
れ
る
か
な
り
印
象
的
な
歌
風
の
対
照
、

も
し
く
は
対
立
の
上
に
あ
つ
た
わ
け
で
、
か
う
い
ふ
対
立
を
ひ
き
起
し
た
理
由
、

そ
の
意
義
を
問
ふ
と
こ
ろ
に
新
勅
撰
集
論
は
成
立
し
た
と
い
は
れ

る

の
で
あ

る
。
か
う
い
ふ
意
味
で
新
勅
撰
集
の
歴
史
的
な
課
題
は
常
に
新
古
今
対
新
勅
撰

と
い
ふ
形
で
提
出
さ
れ
て
き
た
と
い
へ
る
と
思
ふ
。

具
体
的
に
い
へ
ば
こ
れ
も
周
知
の
や
う
に
、
論
は
一
方
の
新
古
今
の
歌
風
を

花
、
新
勅
撰
の
そ
れ
を
実
と
み
る
観
察
、
評
価
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
が
、

田

中

裕

こ
の
差
異
を
生
み
出
し
た
理
由
と
し
て
は
専
ら
新
古
今
集
撰
者
の
多
様
さ
が
考

へ
ら
れ
、
お
よ
そ
次
の
や
う
な
諸
説
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
両
集
の

差
異
を
、
院
並
び
に
他
の
選
者
対
定
家
の
そ
れ
に
限
定
し
て
理
会
す
る
も
の

（

井
蛙
抄
）、
単
に
他
の
選
者
対
定
家
に
限
定
す
る
も
の

（幽
斎
聞
書
）、
更
に
は

新
古
今
集
の
も
つ
親
撰
と
し
て
の
性
格
に
重
点
を
お
い
て
、
院
対
定
家
の
問
題

に
限
定
し
て
理
会
し
よ
う
と
す
る
も
の

（言
塵
集
）
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
現

在
も
な
ほ
十
分
問
題
性
を
も
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
説
自
体
と
し

て
も
有
力
に
発
展
し
て
き
て
ゐ
る
も
の
が
少
く
な
い
。
た
ゞ
現
在
で
は
右
の
諸

理
由
の
外
に
、
両
集
の
撰
修
期
に
お
け
る
定
家
個
人
の
文
学
観
、
撰
歌
規
準
の

変
化
を
考
へ
よ
う
と
す
る
説
も
強
く
て
、
ま
だ
十
分
に
は
解
決
さ
れ
て
ゐ
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
解
釈
は
い
づ
れ
も
正
当
な
理
由
を
も
つ
て
ゐ
る

し
、
ま
た
必
ず
し
も
互
ひ
に
矛
盾
す
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
所
詮
は
新
古
今

対
新
勅
撰
と
い
ふ
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件

（

強
弱
の
差
は
あ
ら
う
が
）
と
し
て
考
へ
合
は
す
べ
き
も
の
か
と
思
は
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
叙
上
の
考
へ
方
は
、
撰
者
個
人
の
意
識
、
態
度
の
上
に
対
立

の
理
由
を
求
め
よ
う
と
す
る
点
で
い
づ
れ
も

一
面
的
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ

な
い
。
ゎ
れ
わ
れ
は
す
で
に
か
う
し
た
対
立
が
単
な
る
両
集
の
み
の
対
立
で
も

ま
た
撰
者
間
の
対
立
で
も
な
く
、
当
時
の
歌
壇
の
一
般
的
な
考
へ
方
の
変
化
、

い
ひ
か
へ
れ
ば
和
歌
に
お
け
る
時
代
精
神
そ
の
も
の
の
変
遷
に
対
応
す
る
事
実



と
し
て

一
層
根
抵
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
当
時
の
歌
論

（

近
代
秀
歌

・
八
雲
御
抄
等
）
を
通
し
て
知
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に

新
古
今
対
新
勅
撰
と
い
ふ
問
題
は
文
学
精
神
そ
の
も
の
ヽ
変
化
、
二
つ
の
文
学

的
時
期
の
対
立
に
ま
で
一
般
化
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
う
い
ふ
対

立
の
理
由
を
詳
し
く
考
へ
る
こ
と
は
ま
た
別
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

本
稿
で
取
扱
は
う
と
す
る
の
は
、
む
し
ろ
か
う
い
ふ
対
立
そ
の
も
の
が
ど
こ
ま

で
深
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
も
し
真
に
対
立
と
よ
ぶ
に
ふ
さ
は
し
い
程
の

異
質
性
を
き
は
立
て
ヽ
ゐ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
和
歌
史
に
お
け
る
時
代

区
分
論
に
ま
で
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
さ

う
い
ふ
可
能
性
が
果
し
て
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
、
か
う
い
ふ
課

題
を
新
勅
撰
集
を
中
心
に
考
へ
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

も
つ
と
も
、
両
集
の
対
立
に
時
代
区
分
論
的
な
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
説

も
今
ま
で
に
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。
否
、
鎌
倉
初
期
と
い
ふ
時
点
が
政
治

史
、
社
会
史
等
の
上
に
も
つ
決
定
的
に
大
き
な
劃
期
性
を
文
学
史
の
上
に
も
対

応
さ
せ
て
考
へ
よ
う
と
す
る
企
図
や
、
そ
の
場
合
劃
期
を
新
古
今
集
の
成
立
期

に
求
め
る
か
、
あ
る
い
は
新
勅
撰
、
千
載
集
の
そ
れ
に
求
め
る
べ
き
か
と
い
ふ

考
察
は
今
ま
で
も
多
く
の
人
々
を
捉

へ
て
き
た
で
あ
ら
う
。
近
く
は
谷
宏
氏
の

説

（と「帥
刺
戦
浮
駒
魂
味
。」
錮
〓ど
な
ど
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。

本
稿
も
両
集
に
関
す
る
時
代
区
分
論
的
な
考
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
そ
の
企
図
や
手
続
は
、
前
述
の
課
題
の
提
出
の
仕
方
が
す
で
に

示
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
そ
れ
ら
と
同
じ
で
な
い
。
第

一
に
は
、
で
き
る
だ
け
対

象
を
文
学
史
内
の
事
象
に
限
つ
て
、　
一
般
の
史
学
的
概
念
と
し
て
の
中
世
乃
至

は
時
代
区
分
を
文
学
史
の
上
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
企
図
を
排
す
る
こ
と
で
あ

る
。
さ
う
い
ふ
史
学
的
な
概
念
規
定
が
た
と
へ
社
会

・
経
済
史
的
立
場
、
方
法

か
ら
作
ら
れ
た
基
礎
的
な
も
の
で
あ
ら
う
と
、
文
学
史
は
さ
う
い
ふ
文
学
史
外

の
事
象
か
ら

一
方
的
な
規
定
を
う
け
る
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
原
理
的
な
理
由

で
さ
う
な
の
で
あ
る
。
（
」
一
マ
妙
椰
虹
剛
鏑
第「
一時
難
返
畷
動
銘
・称
無
つ
）
第
二
に
、
前
述

の
や
う
に
本
稿
が
特
に
範
囲
を
両
集
の
間
に
限
っ
た
の
は
、
両
集
間
に
こ
そ
和

歌
史
の
重
要
な
劃
期
が
あ
る
と
い
ふ
見
通
の
下
に
出
発
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
和
歌
史
を

一
部
と
す
る
全
体
と
し
て
の
文
学

史
の
時
代
区
分
論
に
対
し
て
は
な
ほ
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
意
味
で

の
区
分
論
は
や
は
り
別
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
つ
て
繰
返
し
て

本
稿
の
企
図
を
い
へ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
新
古
今
対
新
勅
撰
と
い
ふ
い
は
ば
古
典

的
な
問
題
か
ら
出
発
し
て
、
さ
う
い
ふ
対
立
が
ど
れ
程
ま
で
に
深
い
か
、
果
し

て
時
代
区
分
論
的
な
意
味
を
も
ち
う
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
を
追
求
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
限
り
で
こ
の
課
題
は
ど
の
や
う
な
手
続
で
取
扱

ふ
の
が
適
当
で
あ
る
か
を
考
へ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
最
後
の
こ
と
は
か
う

い
つ
て
も
よ
い
。
本
稿
は
わ
れ
わ
れ
が

一
般
的
に
抱
懐
し
て
ゐ
る
文
学
史
の
時

代
区
分
論
に
関
す
る
実
際
的
な
方
法
、
む
し
ろ
手
続
を
こ
の
両
集
の
上
に
適
用

し
、
で
き
る
限
り
具
体
的
に
そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
性
能
を
確

か
め
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
結
果
と
し
て
前
述
の
課
題
に

対
す
る

一
の
解
答
に
到
達
し
、
両
集
を
め
ぐ
る
時
代
区
分
論
に
も
提
言
を
試
み

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
と
。

新
古
今
対
新
勅
撰
と
い
ふ
問
題
は
前
述
の
や
う
に
、
前
者
の
花
に
対
す
る
後

者
の
実
と
い
ふ
形
で
提
出
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
論
議
を
出
発
さ
せ
た
の
で
あ
る
が

そ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
両
集
の
対
立
を
歌
風
の
上
に
捉

へ
た
わ
け
で
あ
り
、

作
品
か
ら
出
発
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
本
稿
も
こ
れ
に
倣
つ
て

ま
づ
作
品
を
対
象
と
し
て
、
そ
こ
に
区
分
論
的
な
理
由
が
成
立
つ
か
ど
う
か
を

考
へ
て
み
る
の
が
順
序
と
な
る
。
恐
ら
く
花
に
対
す
る
実
と
い
ふ
評
語
に
誤
り



は
な
い
と
し
て
も
決
し
て
厳
密
と
は
い
へ
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
そ

れ
に
代
る

一
層
適
切
な
様
式
的
徴
標
の
い
く
つ
か
を
両
集
の
歌
風
に
即
し
て
抽

出
し
、
そ
れ
ら
の
組
合
は
せ
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
規
定
し
、
同
時
に

両
者
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
ふ
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ら
う
。
し
か
し
二
の
歌
風
の
対
立
が
区
分
論
的
意
味
を
も
ち
う
る
か
ど
う
か
は

所
詮
そ
の
前
後
に
つ
ゞ
く
他
集
と
の
関
係
に
よ
る
比
較
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら

両
集
に
つ
い
て
右
の
意
味
を
認
め
る
た
め
に
は
同
様
の
手
続
に
よ
つ
て
、
千
載

対
新
古
今
、
新
勅
撰
対
続
後
撰
等
の
考
察
が
い
く
つ
か
積
み
上
げ
ら
れ
て
ゆ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
結
果
の
比
較
に

よ
つ
て
果
し
て
ど
う
い
ふ
鮮
明
な
決
論
が
え
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
た
と
へ
ば

そ
れ
ら
の
う
ち
で
最
も
重
要
な
場
合
に
な
る
か
と
思
は
れ
る
新
古
今
対
新
勅
撰

と
千
載
対
新
古
今
と
の
比
較
に
問
題
を
限
つ
て
み
れ
ば
、
そ
も
そ
も
千
載
、
新

勅
撰
両
集
の
歌
風
は
新
古
今
集
を
挿
ん
で
か
な
り
近
接
し
て
ゐ
る
の
で

（む
し

ろ
新
古
今
集
が
異
端
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
つ
と
も
新
勅
撰
集
は
新
古
今
集

を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
刻
印
を
明
瞭
に
打
た
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
確

か
で
あ
る
が
）
右
の
考
察
の
結
果
は
か
な
り
微
妙
で
、
恐
ら
く
は
考
察
者
の
主

観
的
な
判
断
に
か
ヽ
は
る
も
の
ヽ
は
な
は
だ
多
い
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
少
く

と
も
万
葉
対
古
今
、
古
今
対
新
古
今
、
新
古
今
対
玉
葉
な
ど
の
間
に
見
出
さ
れ

る
程
の
明
瞭
な
対
立
、
ほ
ゞ
一
般
の
承
認
に
た
へ
る
程
の
こ
の
種
の
明
瞭
さ
に

到
達
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
と
い
つ
て
か
う
い
ふ
最
も

順
道
な
手
続
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
今
し
ば
ら
く
は
こ
れ
を

措
き
、　
一
層
明
瞭
な
結
果
の
期
待
で
き
る
別
の
手
続
か
ら
は
じ
め
よ
う
と
思
ふ

一
は
、
新
勅
撰
集
の
撰
者
が
そ
の
撰
修
に
当
つ
て
ど
の
程
度
に
旺
盛
な
区
分

意
識
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
集
の
劃
期
性
を
そ
の
歌
風
、　
一
般
に
文
学
的
性
格
に
つ

い
て
自
覚
し
て
ゐ
た
か
、
あ
る
い
は
ど
う
い
ふ
意
味
、
方
向
で
そ
れ
を
自
覚
し

て
ゐ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、　
一
は
、
新
勅
撰
集
以
後
の
歌
壇
及
び
歌

人
達
が
こ
の
集
や
新
古
今
、
千
載
集
等
の
そ
れ
ぞ
れ
を
受
容
す
る
意
識
、
態
度

に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
同
様
な
区
分
論
的
意
味
あ
ひ
を
考
へ
て
み
る
こ
と
で
あ
る

こ
れ
ら
を
い
ひ
か
へ
る
と
、
第

一
は
創
り
手
が
主
体
的
に
把
握
し
て
ゐ
た
集
の

劃
期
性
で
あ
り
、
第
二
は
後
代
の
享
受
者
達
の
把
握
し
て
ゐ
る
そ
れ
で
あ
る
。

さ
う
し
て
前
述
の
、
本
稿
で
し
ば
ら
く
回
避
し
よ
う
と
す
る
手
続
は
い
は
ゞ
現

代
の
わ
れ
わ
れ
が
作
品
を
対
象
と
し
、
歌
風
の
持
続
と
断
絶
と
の
度
合
に
よ
つ

て
測
定
し
よ
う
と
す
る
集
の
劃
期
性
を
意
味
す
る
も
の
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。

こ
れ
ら
の
三
の
観
点
は
文
学
を
成
立
さ
せ
る
三
の
条
幣
に
対
応
す
る
も
の
で
、

こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
を
綜
合
す
る
と
き
文
学
史
の
時
代
区
分
論
は
正
鵠
を

う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
既
述
の
谷
氏
の
論
考
は
新
勅
撰
集
に
つ
い
て
、

主
と
し
て
第

一
の
手
続
に
関
す
る
も
の
で
あ
つ
た
か
と
思
は
れ
る
が
、
第
二
の

手
続
も
同
様
に
必
要
と
い
つ
て
よ
い
。
す
な
は
ち
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に
わ

た
る
中
世
盛
期
と
も
い
は
れ
る
時
期
の
享
受
者
達
が
、
こ
れ
ら
の
集
つ
い
づ
れ

を
共
時
代
の
も
の
と
し
て
受
取
つ
た
か
、
あ
る
い
は
異
時
代
の
も
の
と
し
て
受

取
つ
た
か
と
い
ふ
観
点
で
あ
る
。
私
は
第

一
、
第
二
の
手
続
を
新
勅
撰
集
を
中

心
に
適
用
し
て
ゆ
か
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
そ
の
う
ち
の
第

一
に
つ

い
て
、
第
二
は
次
の
機
会
に
ゆ
づ
ら
う
と
思
ふ
。

二

新
勅
撰
集
の
撰
集
に
当
つ
て
、
撰
者
定
家
が
や
は
り
あ
る
劃
期
的
な
抱
負
を

懐
い
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
勅
撰
集
の
新
し
い
出
発
を
意
味

す
る
や
う
な
本
集
の
題
名
が
ま
づ
示
唆
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
し
か
し
こ
の

極
め
て
物
々
し
い
名
が
実
際
に
は
何
を
意
味
し
て
ゐ
る
か
を
語
つ
て
く
れ
る
当

時
の
資
料
は
少
く
、
わ
づ
か
に
本
集
の
序
ぐ
ら
ゐ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と



て
直
接
に
論
及
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
し
ば
ら
く
序
の
趣
意
を
考

察
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
お
の
づ
か
ら
集
の
名
義
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い

と
思
ふ
。

序
は
大
き
く
二
段
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
前
段
は
、
冒
頭
か
ら

「後

拾
遺
を
撰
べ
る

一
た
び
な
む
あ
り
け
る
」
ま
で
と
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
勅

撰
集
序
で
は
恒
例
の
、
勅
撰
集
論
と
も
い
ふ
べ
き
個
所
で
あ
る
が
、
本
集
で
は

こ
と
に
撰
者
の
主
張
が
強
く
打
出
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
と
い
へ

る
。
主
張
を
要
約
す
る
と
、
第

一
に
、
勅
撰
集
は
天
皇
の
宣
旨
に
よ
つ
て
撰
ば

れ
る
と
い
ふ
本
義
を
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で
こ
の
本
義
に
則
つ
た
、
真
に
勅
撰

の
名
に
価
す
る
も
の
は

「古
今
、
後
撰
の
二
つ
の
集
の
み
」
で
あ
る
が
、
し
か

し
事
実
と
し
て
は
そ
れ
以
外
に

「
お
ほ
や
け
ご
と
に
な
ず
ら
へ
て
集
め
し
る
さ

れ
た
る
た
め
し
」
も
頗
る
多
い
こ
と
を
い
ひ
、
第
二
に
、
勅
宣
を
承
る
撰
者
が

公
卿
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
集
を
通
じ
て
わ
づ
か

に
自
河
天
皇
が
藤
原
通
俊

（当
時
正
四
位
参
議
）
に
後
拾
遺
集
を
選
ば
せ
ら
れ

た

一
例
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
第

一
の
、
勅
撰
の

本
義
に
関
す
る
主
張
は
す
で
に
千
載
集
に
も
み
え
て
い
る
し
、
本
集
で
は
ま
た

特
に
固
執
す
る
風
に
も
み
え
な
い
。
し
か
し
撰
者
の
資
格
を
説
い
た
第
二
の
主

張
と
な
る
と
極
め
て
独
自
で
、
前
段
の
限
日
も
こ
ゝ
に
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。

次
に
後
段
は
、

「
し
か
る
に
わ
が
君
天
の
下
を
し
ろ
し
め
し
て
よ

，
こ
の
か

た
」
か
ら
末
尾
ま
で
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
さ
ら
に

「
た
ゞ
延
喜
・天
暦
の
昔
、
時

す
な
ほ
に
民
豊
か
に
悦
べ
り
し
政
を
慕
ふ
の
み
に
あ
ら
ず
、
ま
た
寛
喜

・
貞
永

の
今
、
世
治
ま
り
人
や
す
く
楽
し
き
言
の
葉
を
知
ら
し
め
む
た
め
に
こ
と
さ
ら

に
集
め
撰
ば
る
ヽ
な
ら
し
」
ま
で

（
Ａ
段
と
す
る
）
と
、
そ
れ
以
後

（
Ｂ
段
と

す
る
）
と
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

そ
の
う
ち
Ａ
段
は
、
前
段
の
第

一
の
主
張
―
―
勅
撰
の
本
義
に
関
す
る
―
―

に
対
応
す
る
も
の
で
、
承
久
乱
後
の
事
態
を
収
め
て
再
び
太
平
の
世
に
復
へ
さ

れ
た
今
上

（後
堀
河
天
皇
）
が
、
民
の
鼓
腹
の
声
を
伝
へ
残
す
た
め
に
特
に
撰

集
の
業
を
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
を
讃
歎
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
就
中
、
右
に
引

い
た

「
た
ゞ
延
喜

・
天
暦
の
音
」
以
下
の
文
言
は
、
こ
の
理
想
化
さ
れ
て
ゐ
る

聖
代
が
同
後
に
古
今
、
後
撰
と
い
ふ
正
し
い
意
味
で
の
勅
撰
集
の
選
修
せ
ら
れ

た
御
代
で
も
あ
る
こ
と
を
回
顧
し
、
こ
の
二
の
事
業
に
あ
や
か
る
べ
き
こ
と
を

語
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
別
の
観
方
を
す
れ
ば
、
こ
れ
は
勅
撰
集

一
般
の

慣
例
に
従
つ
て
撰
歌
の
規
準
あ
る
い
は
範
囲
に
ふ
れ
た
言
葉
と
も
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
本
集
は
た
ゞ
に
当
代
の
歌
を
集
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
遠
く
古
今
、
後

撰
期
の
治
世
の
声
を
拾
ひ
、
ま
た
は
古
今
集
の
撰
歌
理
想
を
慕
ひ
襲
は
う
と
し

た
も
の
と
も
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（後
述
）

さ
う
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
れ
ば
そ
れ
は
、
か
の
後
拾
遺
集
が
天
暦
末
以
後
の
、
拾
遺
集
に
漏
れ
た
歌
を

集
め
る
と
い
ふ
原
則
に
立
ち
、

「
お
よ
そ
古
今
、
後
撰
二
つ
の
集
に
歌
入
り
た

る
輩
の
家
の
集
」
は
除
く
と
ま
で
い
つ
た
や
う
な
選
歌
規
準
、
範
囲
に
明
ら
か

に
対
照
さ
れ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恐
ら
く
定
家
は
あ
ま
ね
く
全
時

期
の
歌
を
綜
集
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
後
拾
遺
集
を
も
さ
ら
に
超
え
る
、
真
に
周

備
し
た
勅
撰
集
を
編
ま
う
と
し
て
ゐ
た
、
と
い
つ
て
は
誤
り
で
あ
ら
う
か
。

最
後
の
Ｂ
段
は
、
前
段
の
第
二
の
主
張
―
―
撰
者
の
資
格
に
関
す
る
―
―
に

ま
さ
に
対
応
す
る
も
の
で
、
定
家
が
時
あ
た
か
も
正
三
位
、
公
卿
の
位
に
あ
る

こ
と
を
誇
示
し
て
ゐ
る
が
、
加
へ
て

「下
の
こ
と
を
聞
き
て
上
に
い
れ
、
上
の

こ
と
を
承
け
て
下
に
宣
ぶ
る
つ
か
さ
」
す
な
は
ち
納
言

（当
時
権
中
納
言
）
に

在
る
こ
と
を
も
記
し
た
の
は
、
こ
ゝ
に
民
の
声
を
採
集
す
る
に
ふ
さ
は
し
い
と

す
る
意
義
を
見
出
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
彼
は
さ
ら
に
父
の
跡
を
継
ぐ
二

代
の
撰
者
で
あ
る
こ
と
も
数
へ
上
げ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
記
述
を
費

し
て
、
彼
は
自
分
が
撰
者
と
し
て
い
か
に
稀
有
の
適
格
者
で
あ
る
か
を
残
り
な



く
吐
露
し
尽
し
て
ゐ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
章
は
感
情

を
抑
制
し
て
平
静
そ
の
も
の
で
あ
り
、
勅
撰
集
序
と
し
て
は
む
し
ろ
情
熱
と
気

塊
と
に
欠
け
る
憾
み
さ
へ
あ
る
が
、
し
か
し
自
己
の
資
格
を
叙
べ
る
と
こ
れ
程

に
も
執
拗
か
つ
周
到
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

以
上
の
や
う
に
序
の
構
成
を
整
理
し
て
み
る
と
、
前
段
は
過
去
の
勅
撰
集
に

お
け
る

一
の
事
実
で
あ
り
、
後
段
は
現
在
の
本
集
並
び
に
撰
者
の
立
つ
現
実
で

あ
る
が
、
か
う
い
ふ
二
の
事
実
が
前
述
の
二
の
主
張
を
規
準
と
し
て
互
ひ
に
対

応
し
、
緊
密
に
結
合
し
て
ゐ
る
こ
と
が
分
つ
て
く
る
。
さ
て
定
家
が
勅
撰
集
の

規
準
と
み
な
し
て
ゐ
た
ら
し
い
右
の
二
の
主
張
に
つ
い
て
考
へ
る
と
、
第

一
の

勅
宣
を
本
義
と
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
勅
撰
集
と
し
て
当
然
で
あ
る
が
、
第
二
の

撰
者
の
資
格
を
公
卿
に
お
く
べ
し
と
す
る
主
張
と
な
る
と
疑
間
で
あ
る
。
理
論

的
に
も
そ
の
い
は
れ
な
い
が
、
ま
し
て
先
例
を
い
へ
ば
古
今
、
後
撰
の
両
集
が

だ
い
い
ち
こ
れ
に
従
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
第
二
の
主
張
、
並
び
に
そ

の
事
例
と
し
て
特
に
後
拾
遺
集
を
掲
げ
た
こ
と
は
、
い
づ
れ
も
定
家
の
恣
意
と

い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
た
し
か
に
こ
れ
ら
は
恣
意
的
で
あ
る
が

し
か
し
そ
の
理
由
を
い
へ
ば
、
所
詮
は
後
段
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
の
本
集
並

び
に
定
家
の
置
か
れ
て
ゐ
た
現
実
の
事
態
に
基
く
も
の
に
外
な
ら
な
か
つ
た
と

思
は
れ
る
。
す
な
は
ち
こ
れ
ら
は
定
家
の
自
由
な
思
索
に
よ
る
と
い
ふ
よ
り
も

む
し
ろ
偶
々
木
集
の
選
集
に
当
つ
て
彼
に
恵
ま
れ
て
ゐ
た
稀
有
の
条
件
か
ら
導

き
出
さ
れ
た
も
の
で
、
ま
づ
公
卿
の
撰
者
と
い
ふ
規
準
が
立
て
ら
れ
、
そ
れ
に

基
い
て
過
去
の
史
実
は
吟
味
せ
ら
れ
、
唯

一
の
先
例
と
し
て
後
拾
遺
集
が
高
く

標
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
と
思
は
れ
る
。

い
か
に
も
定
家
の
置
か
れ
た
選
修
条
件
は
撰
集
史
上
、
最
高
の
も
の
で
は
あ

つ
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
彼
の
態
度
に
も
ま
た
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
自
己
肯
定

が
あ
つ
た
わ
け
で
、
従
つ
て
前
述
の
第
二
の
主
張
は
恣
意
的
と
い
ふ
よ
り
む
し

ろ
主
体
的
と
よ
ぶ
の
が
適
切
で
あ
る
し
、
後
拾
遺
集
の
撰
択
と
い
ふ
こ
と
も
現

在
の
肯
定
の
上
に
立
つ
た
伝
統
の
再
吟
味
、
そ
の
新
た
な
る
発
掘
と
い
ふ
意
味

で
理
会
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
つ
た
と
思
ふ
。
序
が
勅
宣
の
こ
と
に

関
し
て
古
今
、
後
撰
を
あ
げ
、
延
喜

ｏ
天
暦
の
代
を
讃
美
し
た
の
は
恒
例
に
従

つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
拾
遺
集
を
掲
げ
た
こ
と
に
は
ま
こ
と
に
斬
新
な
意
義

が
あ
つ
た
。
序
も
ふ
れ
て
ゐ
る
や
う
に

（
こ
の
点
に
は
も
つ
と
鮮
鋭
に
言
及
し

て
も
よ
か
つ
た
と
さ
へ
思
は
れ
る
程
で
あ
る
が
）
、
後
拾
遺
集
は
白
河
天
皇
の

宣
旨
に
よ
る
も
の
な
の
で
、　
単
に
選
者
の
資
格
の
点
だ
け
で
な
く
、　
二
の
規

準
の
双
方
に
わ
た
つ
て
本
集
の
事
態
と
完
全
に
合
致
す
る
唯

一
の
先
縦
で
あ
つ

た
の
で
、
本
集
が
格
別
に
こ
れ
を
賞
揚
す
る
理
由
は
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
従
つ

て
本
集
の
選
修
過
程
を
顧
る
と
、
後
拾
遺
集
を
む
し
ろ
本
集
の
典
拠
と
み
な
し

た
顕
著
な
事
実
の
少
く
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（注

一
）

叙
上
の
や
う
に
み
て
く
る
と
、
序
は
、
本
集
こ
そ
後
拾
遺
集
を
継
ぐ
第
二
の

真
正
の
勅
撰
集
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
上
撰
歌
の
規
準
、
範
囲
に
関
し
て
は
従
来

も
選
集
の
典
型
と
さ
れ
て
き
た
古
今
集
の
跡
を
襲
う
て
後
拾
遺
集
を
さ
へ
超
え

る

一
層
完
美
な
勅
撰
集
で
あ
る
こ
と
を
揚
言
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。

と
す
れ
ば
本
集
の
名
義
も
ま
た
お
の
づ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ら
う
。
す

な
は
ち
古
今
、
後
撰
、
後
拾
遺
集
を
通
し
て
伝
統
に
も
深
く
結
ば
れ
、
し
か
も

こ
れ
ら
の
集
の
い
づ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
優
れ
た
体
制
を
も
つ
本
集
を
、
現
在
の

み
な
ら
ず
遠
く
将
来
ま
で
の
規
範
に
し
よ
う
と
す
る
そ
の
意
味
で
あ
る
。
と
い

ふ
の
は
新
勅
撰
集
と
い
ふ
名
称
は
、
す
べ
て
の
過
去
の
撰
集
を

「勅
撰
集
」
の

名
で
総
括
し
て
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
批
判
的
に
超
え
る
、
あ
へ
て
い
へ
ば
勅
撰
集

の
根
本
的
反
省
と
も
い
ふ
べ
き
意
味
を
荷
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
上

（そ

の
点
新
古
今
集
な
ど
と
い
ふ
名
よ
り
も

一
層
劃
期
的
に
感
じ
ら
れ
る
）
、
特
に

過
去
よ
り
も
未
来
に
向
つ
て
強
く
喚
び
か
け
る
も
の
を
含
ん
で
ゐ
る
や
う
に
受



取
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
つ
て
序
が
過
去
並
び
に
現
在
の
事
実
に
つ
い
て
撰

集
の
あ
り
方
を
指
摘
し
た
の
に
対
し
、
題
名
は
さ
ら
に
そ
の
上
に
未
来
へ
の
志

向
を
加
へ
た
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
ゝ
に
至
る
と
序

で
主
張
さ
れ
た
二
の
規
準
も
、
所
詮
は
将
来
の
選
集
の
た
め
の
原
則
と
し
て
立

て
ら
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
か
つ
た
と
い
つ
て
も
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。

三

叙
上
の
や
う
に
序
並
び
に
題
名
の
荷
ふ
劃
期
的
な
意
味
が
理
会
さ
れ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
次
の
や
う
な
著
し
い
事
実
が
指
摘
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
は
ち
そ
れ
ら
の
主
張
は
す
べ
て
選
集
の
機
構
あ
る
い
は

体
制

（適
切
な
言
葉
で
は
な
い
が
以
下
、
勅
宣
の
こ
と
、
選
者
の
資
格
、
選
歌

規
準

・
範
囲
等
を
ふ
く
め
て
仮
り
に
か
う
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
）
に
関
し
て
ゐ
て

歌
風
な
ど

一
般
に
文
学
的
性
格
に
は
全
く
か
ヽ
は
ら
な
い
と
い
ふ

こ
と
で
あ

リハ）。し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
定
家
が
歌
風
、　
一
般
に
集
の
文
学
的
性
格
に

つ
い
て
何
ら
語
る
に
足
る
主
張
を
持
ち
あ
は
せ
て
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
を
意
味
す

る
と
ば
か
り
は
限
ら
な
い
。
否
、
事
実
と
し
て
は
む
し
ろ
反
対
で
、
新
古
今
以

後
や
う
や
く
彼
の
歌
論
は
円
熟
し
、
特
に
新
古
今
的
な
も
の
に
対
し
て
い
へ
ば

対
立
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
間
と
し
て
も
、
少
く
と
も
著
し
く
批
判
的
に
な

つ
て
ゐ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
前
述
の
極
め
て

一
面

的
か
つ
傾
向
的
な
序
の
主
張
は
ど
の
や
う
な
理
由
に
基
く
の
で
あ
ら
う
か
。

こ
の
新
し
い
設
間
を
考
へ
る
前
に
、
概
し
て
勅
撰
集
序
と
い
ふ
も
の
は
、
古

今
集
序
は
別
と
し
て
、
撰
者
の
文
学
観

ｏ
歌
風
論
な
ど
を
直
接
に
表
明
す
る
も

の
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
で
あ
ら
う
。

（注
二
）
と
り
わ

け
千
載

・
新
古
今
集
と
な
る
と
さ
う
で
、
こ
の
両
集
の
序
な
ど
長
文
で
主
張
も

多
岐
に
わ
た
つ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
な
が
ら
、
所
詮
当
代
の
治
世
に
対
す
る
讃

美
の
辞
を
除
け
ば
、
ま
づ
選
歌
の
方
針
と
そ
の
範
囲
、
次
い
で
選
者
の
資
格
に

向
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
つ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
集
の
序
が
撰
者
の
文

学
観
に
は
ふ
れ
ず
に
専
ら
勅
宣
の
こ
と
、
撰
者
の
資
格
、
加
へ
て
撰
歌
の
範
囲

に
立
言
を
限
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
む
し
ろ
常
道
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
た
ゞ
本
集
の
場
合
、
他
の
ど
の
勅
撰
集
序
に
も
必
ず
見
ら
れ
る
や
う
な

歌
道
の
本
義
、
歌
徳
を
讃
へ
る
底
の
修
辞
ま
で
も
す
べ
て
排
し
て
、
純
粋
に
体

制
の
論
で
終
始
し
て
ゐ
る
こ
と
に
は
、
や
は
り
単
に
勅
撰
集
の
慣
行
と
い
ふ
以

上
の
何
か
は
つ
き
り
と
し
た
目
的

・
方
針
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
や
う
に

思
ふ
。　
↑
」
れ
に
対
し
後
段
Ａ
の
、
当
代
の
治
世
を
讃
へ
る
叙
述
な
ど
は
慣
行

通
り
に
極
め
て
儀
礼
的
で
あ
り
、
修
辞
的
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
合
せ
る
が
よ
い

そ
れ
が
い
か
に
儀
礼
的
か
つ
修
辞
的
で
あ
る
か
は
そ
の
叙
述
を
当
時
の
世
相
の

真
実
と
対
比
す
る
と
き
明
ら
か
に
思
ひ
し
ら
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
注
三
）

か
う
考
へ
る
と
き
想
起
さ
れ
る
の
は
、
再
び
後
拾
遺
集
に
関
す
る
次
の
注
目

す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
す
な
は
ち
後
拾
遺
集
が
序
で
あ
の
や
う
に
標
榜
さ
れ
た

の
は
勅
撰
集
に
と
つ
て
最
も
望
ま
し
い
と
考
へ
ら
れ
た
体
制
上
の
条
件
が
具
は

つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
つ
て
、
歌
風
な
ど

一
般
に
文
学
的
な
も
の
は
そ
の
場
合
全

く
考
慮
の
外
に
置
か
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
も
し

一
旦
そ
れ
が
間
は
れ
る
と

す
れ
ば
、
殆
ん
ど
完
全
な
評
価
の
顛
倒
が
あ
ら
は
れ
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と

な
の
で
あ
る
。

周
知
の
や
う
に
、
新
古
今
時
代
の
歌
壇
で
は
三
代
集
を
和
歌
の
古
典
と
み
る

考
へ
が
確
立
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
一
方
、
さ
う
し
た
古
典

期
の
崩
壊
、
歌
の
平
俗
化
の
は
じ
ま
る
端
緒
を
後
拾
遺
集
に
お
か
う
と
す
る
考

へ
も
ほ
ゞ
通
念
化
し
て
き
た
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
古
来
風
体
抄
な
ど
後
拾
遺

集
の
歌
風
を
大
い
に
賞
揚
し
て
ゐ
る
方
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

「
こ
と
に
よ



き
歌
ど
も
は
さ
て
お
き
て
、
は
ざ
ま
の
地
の
歌
の
、
す
こ
し
前
々
の
撰
集
に
見

あ
は
す
る
に
は
、
た
け
な
ど
も
立
ち
く
だ
り
に
け
る
な
る
べ
し
」
と
評
し
て
ゐ

る
し
、
長
明
無
名
抄
も
拾
遺
集
の
頃
か
ら
歌
は
変
り
は
じ
め
た
と
説
き
つ
ヽ

「

後
拾
遺
の
時
、
今
少
し
や
は
ら
ぎ
て
昔
の
風
を
忘
れ
た
り
。
そ
の
時
の
古
き
人

な
ど
は
こ
れ
を
う
け
ざ
り
け
る
に
や
、
後
拾
遺
す
が
た
と
名
づ
け
て
日
惜
し
き

こ
と
に
し
け
る
と
ぞ
」
と
記
し
、
八
雲
御
抄
は

「後
拾
遺
、
金
葉
集
の
こ
ろ
よ

り
後
ざ
ま
の
歌
、
多
く
平
懐
な
る
体
な
れ
ど
」
と
評
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
と
に
定
家
自
身
と
な
る
と
、　
彼
は
近
代
秀
歌
で
、　
貫
之
末
流
の
卑
俗
化
を

難
じ
、
特
に
近
代
の
そ
れ
に
対
し
て
は
そ
の
須
廃
に
抗
し
た
新
し
い
六
歌
仙
を

顕
揚
す
る
に
至
つ
て
ゐ
る
が
、　
そ
の
場
合
、　
筆
頭
に
経
信
を
掲
げ
た
の
は
通

俊
の
対
立
者
で
あ
り
難
後
拾
遺
の
作
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
ゐ
た
彼
の
実
績
を

念
頭
に
お
い
て
ゐ
た
か
ら
に
外
な
る
ま
い
。
し
か
も
か
う
い
ふ
後
拾
遺
集
に
対

す
る
評
価
は
新
勅
撰
集
撰
修
当
時
の
定
家
に
お
い
て
変
つ
て
ゐ
た
と
は
思
は
れ

な
い
。　
晩
年
の
彼
の
歌
論
、　
文
学
観
の
基
礎
は
す
で
に
近
代
秀
歌
に
お
い
て

定
ま
つ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（酬
蛹
』
球
一艶
。」
一国
嬌
）
と
す
れ
ば
後

拾
遺
集
に
対
す
る
彼
の
認
識
や
評
価
に
は
、
歌
風
、　
一
般
に
文
学
的
性
格
に
関

す
る
場
合
と
他
方
体
制
に
関
す
る
場
合
と
の
二
つ
に
お
い
て
、
載
然
と
し
た
対

立
が
あ
つ
た
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

か
う
考
へ
る
と
木
集
の
序
が
既
述
の
や
う
な
観
点
や
評
価
を
も
つ
て
後
拾
遺

集
に
対
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
単
に
勅
撰
集

一
般
の
慣
行
に
従
つ
た
と
か
、
あ

る
い
は
せ
い
ぜ
い
そ
れ
を

一
層
徹
底
さ
せ
た
と
理
会
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い

の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
体
制
上
の
観
点
と
文
学
上
の
観
点
と
が
こ
の
集
の
評
価

に
対
し
て
矛
盾
的
な
関
係
に
立
つ
と
見
ら
れ
る
以
上
、
定
家
は
単
に
文
学
上
の

観
点
に
ふ
れ
な
か
つ
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
観
点
か
ら
の
誤
解
の
起
り
う
る

こ
と
を
冒
し
て
あ
へ
て
他
の
一
面
の
主
張
に
賭
け
た
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
序
が
外
見
の
平
静
さ
に
も
拘
は
ら
ず
、
そ
の
底
に
こ
の
や
う

な
二
者
択

一
の
態
度
を
潜
め
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
後
拾
遺
集
を
典
拠
と
み
る
体

制
上
の
主
張
が
い
か
に
積
極
的
で
あ
る
か
ゞ
理
会
さ
れ
る
と
共
に
、
他
方
歌
風

な
ど
文
学
上
の
主
張
が
ま
た
い
か
に
消
極
的
で
あ
つ
た
か
も
理
会
で
き
る
の
で

あ
る
。

（繰
返
し
て
い
へ
ば
序
に
表
明
さ
れ
て
ゐ
る
限
り
に
お
い
て
消
極
的
な

の
で
あ
つ
て
、
定
家
の
文
学
思
想
そ
の
も
の
が
消
極
的
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
は

な
い
）

こ
の
や
う
に
序
の
も
つ
潜
在
的
な
事
実
を
摘
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
序
の

意
味
は
一
層
明
ら
か
に
な
つ
た
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は

あ
く
ま
で
潜
在
的
で
あ
つ
て
、
序
の
文
面
を
辿
る
限
り
で
は
所
詮
体
制
上
の
立

言
の
み
あ
つ
て
文
学
的
性
格
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
て
ゐ
な
い
、
と
い
ふ
事
実

し
か
な
い
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
従
つ
て
潜
在
的
に
み
れ
ば
集
の

文
学
的
性
格
は
体
制
論
の
陰
に
犠
牲
に
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
で
き
る
け

れ
ど
も
、
進
ん
で
次
の
や
う
に
ま
で
い
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。
す
な

は
ち
勅
撰
集
の
根
本
問
題
は
そ
の
文
学
的
性
格
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
却
つ
て

体
制
の
権
威
的
な
あ
り
方
に
あ
る
と
。
も
し
こ
れ
程
ま
で
に
積
極
的
な
意
味
が

語
ら
れ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
勅
撰
集
そ
の
も
の
に
対
す
る
根
本
的
態
度

思
考
の
転
換
を
示
す
も
の
と
し
て
単
な
る
体
制
上
の
問
題
に
と
ゞ
ま
ら
ず
、

「

文
学
」
史
の
問
題
に
も
ま
た
深
く
か
ヽ
は
つ
て
く
る
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
し
か
し
事
実
は
さ
う
で
な
か
つ
た
。
さ
う
い
ふ
劃
期
的
な
転
換
が

語
ら
れ
る
と
す
れ
ば
必
ず
や
文
学
的
性
格
に
対
す
る
批
判
的
な
言
辞
が
直
接
に

文
面
に
あ
ら
は
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
が
、
序
は

（繰
返
し
い

ふ
や
う
に
）
そ
れ
に
つ
い
て
は
全
く
口
を
閉
じ
て
語
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
叙
上
の
こ
と
は
か
う
い
ひ
か
へ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
す
な

は
ち
定
家
は
、
し
ば
ら
く
本
集
の
文
学
的
性
格
に
関
し
て
は
判
断
を
停
止
し
、



そ
の
た
め
一
往
は
誤
解
の
起
る
燿
れ
の
あ
る
に
も
か
ヽ
は
ら
ず
あ
へ
て
後
拾
遺

集
を
掲
げ
、
こ
れ
を
典
拠
と
さ
へ
し
て
自
己
の
抱
懐
す
る
体
制
上
の
主
張
を
あ

ま
す
と
こ
ろ
な
く
傾
潟
し
た
の
で
あ
る
と
。

こ
の
や
う
に
し
て
本
集
の
序
は
、
文
学
史
が
考
察
や
叙
述
の
中
核
と
す
べ
き

本
集
の
歌
風
、　
一
般
に
文
学
的
性
格
に
つ
い
て
は
何

一
つ
か
ゝ
は
ら
な
い
し
、

ま
た
撰
者
の
強
い
区
分
意
識
を
示
し
て
ゐ
る
と
み
え
た
そ
の
題
名
も
、
同
様
に

文
学
の
歴
史
に
つ
い
て
は
全
く
か
ヽ
は
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
思

ふ
。
従
つ
て
本
稿
の
最
初
の
企
図
は
全
く
酬
い
ら
れ
な
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
が

し
か
し
そ
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
す
べ
て
が
徒
労
に
終
つ
た
と
は
い
ヘ

な
い
で
あ
ら
う
。
少
く
と
も
最
初
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
対
し
て
大
き
な
期
待
を

懐
か
せ
、
か
つ
そ
の
最
も
優
れ
た
資
料
と
も
思
は
れ
た
本
集
の
物
々
し
い
題
名

が
、
実
は
全
く
別
の
理
由
と
意
味
と
に
か
ヽ
は
つ
て
ゐ
た
こ
と
を
、
今
は
は
つ

き
り
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

序
が
わ
れ
わ
れ
の
問
ひ
に
答
へ
て
く
れ
な
か
つ
た
こ
と
は
し
か
し
、
必
ず
し

も
そ
の
問
ひ
が
否
定
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
た

め
、
さ
ら
に
資
料
を
他
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
さ
う
い
ふ
も

の
と
し
て
は
定
家
の
明
月
記
が
唯

一
の
も
の
か
と
思
ふ
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
は

当
時
の
作
品
、
歌
風
に
ふ
れ
た
文
言
は
見
え
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
問
ひ
に
答
へ

て
く
れ
る
記
事
は
何

一
つ
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

（も
つ
と
も
こ
の
時

期
の
記
事
に
な
る
と
刊
本
明
月
記
に
は
欠
脱
が
多
い
。
撰
集
の
端
緒
を
語
る
か

と
思
は
れ
る
寛
喜
二
年
七
月
五
日
か
ら
、
そ
の
完
了
を
語
る
か
と
思
は
れ
る
嘉

頑
元
年
三
月
十
二
日
ま
で
の
五
年
間
に
お
い
て
、
記
事
の
ほ
ゞ
完
全
な
の
は
右

の
両
年
と
天
福
元
年
と
だ
け
で
、
他
は
四
分
の
一
ば
か
り
が
残
つ
て
ゐ
る
に
す

ぎ
な
い
。）

以
上
で
本
稿
の
予
定
し
た
考
察
は
終
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て

確
認
さ
れ
た

一
の
事
実
、
す
な
は
ち
本
集
の
題
名
は
少
く
と
も
体
制
に
関
し
て

は
明
ら
か
な
劃
期
性
、
区
分
意
識
を
語
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
を
、

以
下
も
う
少
し
追
求
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
本
来

の
課
題
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
か
う
し
た
劃
期
性
が
そ
の
限
り
に
お
い

て

（勅
撰
集
の
体
制
の
歴
史
に
お
い
て
）
時
代
区
分
論
的
意
義
を
も
ち
う
る
か

ど
う
か
を
考
へ
て
お
く
こ
と
は
、
も
は
や
本
稿
の
責
任
に
な
つ
て
ゐ
る
と
も
思

は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

四

木
集
の
序
が
体
制
に
関
し
て
、
あ
の
や
う
に
昂
揚
さ
れ
た
抱
負
を
示
し
て
ゐ

る
こ
と
は
重
要
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
ふ
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
。

ま
づ
わ
れ
わ
れ
は
本
集
の
発
起
か
ら
完
成
に
到
る
ま
で
、
と
も
す
れ
ば
た
め

ら
ひ
が
ち
な
定
家
を
策
励
し
て
始
終
こ
の
業
を
宰
領
し
た
九
条
道
家
の
意
志
を

考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
中
宮
の
父
で
あ
り
、
定
家
の
主

で
も
あ
る
道
家
が
、
天
皇
の
治
世
の
頌
歌
に
外
な
ら
な
い
勅
撰
集
を
、
特
に
そ

の
体
制
に
お
い
て
最
も
完
美
な
形
で
成
就
し
よ
う
と
企
て
た
の
は
無
理
な
ら
ぬ

こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
意
志
が
定
家
の
序
の
上
に
表
現
さ
れ
た
と
み
る
こ

と
も
理
会
し
や
す
い
と
思
ふ
。
し
か
し
か
う
い
ふ
最
も
大
き
な
、
か
つ
外
か
ら

の
観
点
だ
け
で
は
問
題
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
さ
ら
に
観
点
を
細

か
に
勅
撰
集
の
体
制
の
歴
史
そ
の
も
の
の
上
に
集
め
て
ゆ
く
と
、
一則
行
す
る
新

古
今
集
の
そ
れ
に
対
す
る
明
瞭
な
対
立
意
識
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

周
知
の
や
う
に
新
古
今
集
は
院
宣
と
い
ひ
、
撰
者
の
資
格
と
い
ひ

（撰
者
五

人
の
中
、
公
卿
は
源
通
具

一
人
で
あ
る
）
、
そ
の
上
親
撰
の
手
続
の
加
は
つ
て

ゐ
る
こ
と
ヽ
い
ひ
、
す
べ
て
は
本
集
の
そ
れ
に
対
昧
し
て
ゐ
る
。
こ
の
う
ち
恐

ら
く
最
も
反
撥
さ
れ
た
の
は
、
本
集
の
序
の
重
点
の
お
き
方
か
ら
み
て
選
者
の



資
格
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
院
が
み
づ
か
ら
わ
が
国
未
曽
右
と
揚
言

せ
ら
れ
て
ゐ
る

（新
古
今
集
序
は
院
の
自
撰
の
体
で
書
か
れ
て
ゐ
る
）
親
撰
の

手
続
に
つ
い
て
ゞ
あ
つ
た
と
思
ふ
。
新
古
今
集
の
も
つ
か
う
い
ふ
権
威
的
で
は

あ
る
が
異
例
の
体
制
を
否
定
す
る
た
め
に
、
定
家
は
ま
づ
勅
撰
の
本
義
を
明
ら

か
に
し

（宮
廷
儀
事
の
慣
習
か
ら
み
て
、
勅
宣
の
場
合
に
は
恐
ら
く
親
撰
と
い

ふ
こ
と
は
起
り
え
ず
、
こ
れ
は
院
宣
に
聯
関
す
る
事
実
で
あ
つ
た
筈
で
あ
る
）、

つ
い
で
勅
撰
下
で
は
最
も
権
威
あ
る
撰
者
の
資
格
を
具
へ
た
本
集
の
体
制
を
あ

へ
て
典
型
化
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
し
か
し
こ
の
や
う
な
対

立
意
識
も
歌
風
の
上
に
は
か
ゝ
は
ら
な
い
こ
と
を
、
こ
の
場
合
も
繰
返
し
い
つ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
つ
と
も
新
古
今
集
の
歌
風
を
究
極
に
お
い
て

規
定
し
て
ゐ
る
も
の
は
親
撰
と
い
ふ
手
続
で
あ
る
し
、
定
家
も
さ
う
考
へ
て
ゐ

た
と
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
体
制
に
対
す
る
叙
上
の
厳
し
い
反
撥
の
中
に
は
そ

の
歌
風
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
が
反
映
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
こ

と
は
自
由
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
反
映
で
あ
つ
て
撰
者
の
意
識
と
し

て
み
る
限
り
、
両
集
の
対
立
は
体
制
の
上
に
か
ヽ
は
り
歌
風
に
ま
で
は
及
ば
な

い
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
は

一
の
理
由
で
あ
る
が
、
し
か
し
題
名
の
示
し
て
ゐ
る
や
う
な
あ
の
際

立
つ
た
未
来
に
か
け
て
の
立
言
が
こ
れ
だ
け
で
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
思
は
れ

な
い
。　
一
般
に
本
集
以
前
の
八
代
集
の
体
制
を
み
る
と
、
勅
宣
に
つ
い
て
は
序

も
指
摘
す
る
通
り
準
格
の
も
の
が
多
い
し
、
さ
ら
に
本
集
で
最
も
強
調
さ
れ
て

ゐ
る
撰
者
の
資
格
に
つ
い
て
み
て
も
不
定
な
の
が
む
し
ろ
常
態
で
あ
つ
た
。
か

う
い
ふ
歴
史
的
事
実
を
認
め
な
が
ら
本
集
の
体
制
を
同
様
な

一
の
事
実
と
し
て

主
張
す
る
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
却
つ
て
普
遍
的
な

一
の
規
準
に
ま
で
高
め
よ
う

と
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
や
は
り
単
な
る
前
集
へ
の
対
立
意
識
以
上
に
、勅
撰
集
の

社
会
的
機
能
を
遠
い
将
来
に
ま
で
予
見
し
て
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
省
察
が
あ
つ

た
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
何
か
と
い
へ
ば
、
恐
ら
く
谷
氏
が
前

掲
の
論
文
で
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
や
う
な
理
由
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
ふ

す
な
は
ち
承
久
乱
後
、
政
治
支
配
を
殆
ん
ど
決
定
的
に
失
つ
た
こ
と
を
自
党
し

た
貴
族
社
会
が
、
残
さ
れ
た
地
盤
で
あ
る
文
学
的
教
養
的
世
界
の
把
握
を
い
よ

い
よ
確
実
に
す
る
必
要
を
感
じ
て
ゐ
た
こ
と
、
さ
う
し
て
そ
れ
を
文
学
上
最
大

の
公
事
で
あ
る
勅
撰
集
の
体
制
の
上
に
実
現
し
、
さ
ら
に
制
度
化
し
よ
う
と
し

た
こ
と
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
あ
な
が
ち
公
式
的
な
概
括
と

は
い
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
実
際
、
歌
は
地
域
的
に
も

（鎌
倉
歌
壇
）
武
士
階
級

に
向
つ
て
急
速
に
拡
大
さ
れ
て
ゐ
た
し
、
さ
う
い
ふ
彼
等
の
作
品
に
対
し
て
も

勅
撰
集
は
も
は
や
寛
容
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
、
定
家
は
本
集
の
撰
修
で

痛
切
に
体
験
し
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
少
く
と
も
撰
修
の
実
権
だ
け

は
確
実
に
彼
等
の
手
に
掌
握
し
て
お
く
た
め
に
、
選
者
の
資
格
を
最
高
度
に
規

定
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
と
し
て
も
無
理
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。

理
由
は
叙
上
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
と
し
て
、
次
に
か
う
い
ふ
体
制
に
関
す

る
主
張
の
烈
し
さ
は
、
そ
の
限
り
で
時
代
区
分
論
的
意
味
を
荷
ひ
う
る
か
ど
う

か
を
考
へ
て
み
よ
う
。
谷
氏
は
右
の
や
う
な
理
由
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ

て
本
集
を
中
世
の
起
点
に
擬
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
序
や
題
名
の

示
す
こ
の
種
の
意
識
が
い
か
に
熾
烈
で
あ
ら
う
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
そ
れ
が
特

定
の
事
態
、
環
境
の
中
に
置
か
れ
た

一
時
期
の
、
ま
た
選
者
個
人
の
単
な
る
構

想
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
学
と
し
て
の
客
観
的
な
妥
当
さ
を
も
要
求
し

う
る
や
う
な
劃
期
性
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
か
は
分
ら
な
い
。
こ
と
に
こ
ゝ
で
体

制
と
よ
ん
で
ゐ
る
も
の
が
い
か
に
変
易
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
は
前
述
の
通

り
、
八
代
集
の
事
実
が
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
内
面
的
な
持
続
性
は

も
と
よ
り
歌
風
の
そ
れ
に
も
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。
従
つ
て
単
に
体
制
上
の
立

言
に
基
い
て
時
代
区
分
を
論
ず
る
こ
と
は
方
法
的
に
妥
当
で
な
く
、
そ
の
た
め



に
は
少
く
と
も

一
の
体
制
上
の
変
革
が
そ
れ
以
後
の
諸
集
に
お
い
て
い
か
に
忠

実
に
維
持
さ
れ
て
い
つ
た
か
、
そ
の
現
実
の
持
続
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
時
代
区
分
の
手
続
と
し
て
最
初
に
記
し
た
こ
と

と
同
断
で
、
同
じ
手
続
が
こ
の
場
合
で
は
さ
ら
に
強
く
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ら
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
結
論
的
に
い
へ
ば
、
序
に
示
さ
れ
た
主
張
は
必
ず
し
も
そ
の

す
べ
て
が
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。
ま
づ
第

一
の
、勅
宣
の
こ
と
に
関

し
て
本
集
以
後
の
十
二
代
集
を
み
る
と
、
次
の
続
後
撰
集
か
ら
続
千
載
集
ま
で

の
六
集
が

一
様
に
院
宣
に
よ
り
、
続
後
拾
遺
集
以
下
の
六
集
が
風
雅
集
を
除
い

て
す
べ
て
勅
宣
に
よ
つ
て
ゐ
る
の
が
指
摘
さ
れ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
勅
定
に
よ

る
続
後
拾
遺
を
は
じ
め
と
す
る
以
下
の
五
集
が
勅
宣
に
よ
つ
た
こ
と
は
院
政
そ

の
も
の
の
消
長
と
直
接
に
聯
関
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と

し
て
、
こ
の
場
合
は
前
の
六
集
が
却
つ
て
院
宣
に
よ
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
注
目
す

れ
ば
足
り
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
第
二
の
、
公
卿
の
選
者
と
い
ふ
点
に
な
る
と

（
こ
れ
こ
そ
序
が
最
も
関
心
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
）、
事
情
は
著
し
く
変

つ
て
く
る
。
つ
ま
り
続
古
今
、
風
雅
集
等
の
親
撰
的
―
―
新
古
今
的
性
格
を
具

へ
た
二
集
を
除
い
て
、
他
は
す
べ
て
本
集
の
企
図
を
継
承
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
。

（注
五
）

従
つ
て
本
集
が
そ
れ
以
後
の
勅
撰
集
の
た
め
に
新
し
い
道
を

ひ
ら
い
た
と
い
ふ
意
義
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
本

稿
が
課
題
と
し
て
き
た
新
古
今
、
新
勅
撰
両
集
の
時
代
区
分
論
的
考
察
と
い
ふ

こ
と
に
関
し
て
は
、
右
の
事
実
は
却
つ
て
両
集
間
の
区
分
を
否
定
す
る
や
う
な

結
果
を
示
す
や
う
に
も
思
は
れ
る
。
す
な
は
ち
両
集
の
対
立
は
、
右
の
二
集
対

他
の
十
集
と
い
ふ
関
係
に
お
い
て
そ
の
ま
ヽ
本
集
以
後
の
体
制
史
を
形
作
つ
て

ゆ
く
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
本
集
以
後
の
体
制
史
を
支
配
し
て
ゆ
く
も
の
が
ま
さ
に

新
古
今
、
新
勅
撰
両
集
の
様
式
に
外
な
ら
な
い
と
い
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（

注
六
）
　
従
つ
て
も
し
第
二
の
点
に
基
い
て
区
分
を
試
み
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ

新
古
今
集
と
そ
れ
以
前
と
の
間
で
劃
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
詳
し
く
考
へ
さ
せ
る
観
点
と
し
て
、
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
が

体
制
の
一
に
数
へ
て
き
た
選
歌
の
範
囲

・
規
準
の
考
察
を
附
け
加
へ
て
お
か
う

と
思
ふ
。

一
般
に
八
代
集
の
撰
歌
の
範
囲

ｏ
規
準
は
、
既
往
の
集
に
漏
れ
た
歌
及
び
そ

れ
以
後
の
新
作
歌
を
集
め
る
こ
と
に
あ
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ら
う
が
、
既

往
の
集
の
範
囲
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も

一
定
し
て
ゐ
な
い
Ю
古
今
集
が
万
葉
集

に
入
ら
ぬ
万
葉
期
の
歌
に
及
ん
だ
の
は
当
然
で
あ
る
が
、拾
遺
集
も
人
麿
・赤
人

に
湖
つ
て
漏
れ
た
歌
を
拾
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
後
拾
遺
集
以
後
に
な
る
と
、
ま

づ
同
集
が
拾
遺
集
に
漏
れ
た
の
を
拾
ふ
に
と
ゞ
め
て
既
述
の
や
う
に
古
今
、
後

撰
集
以
前
に
は
潮
ら
な
か
つ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
千
載
集
が
後
拾
遺
集
に

撰
び
残
さ
れ
た
の
を
集
め
る
方
針
の
下
に
正
暦
以
後
に
範
囲
を
限
つ
た
の
に
至

る
ま
で
、
も
は
や
古
今
以
前
に
湖
る
こ
と
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
新

古
今
集
は
さ
う
で
な
か
つ
た
。
第

一
に
万
葉
集
に
入
つ
た
歌
も
除
外
し
な
か
つ

た
し
、第
二
に
、
万
葉
以
後
の
作
は
先
例
に
従
つ
て
歴
代
の
集
に
漏
れ
た
歌
を
集

め
る
に
と
ゞ
め
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
範
囲
は
古
今
集
期
に
ま
で
湖
つ

て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ひ
か
へ
る
と
新
古
今
集
は
、
第
二
の
点
に
お
い
て
後

拾
遺
以
後
千
載
集
ま
で
の
方
針
を
超
え
る
も
の
が
あ
つ
た
し
、
第

一
の
点
に
お

い
て
は
古
今
、
拾
遺
集
の
方
針
を
改
め
る
も
の
が
あ
つ
た
わ
け
で
、
要
す
る
に

上
代
以
来
の
全
期
の
歌
を
新
た
る
選
択
と
評
価
と
に
よ
つ
て
結
集
し
統
括
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
新
勅
撰
集
も
全
く
同
様
な

の
で
あ
る
。
両
集
の
か
う
し
た
選
歌
規
準

。
範
囲
は
そ
れ
以
後
の
勅
撰
集
に
お

い
て
ど
の
や
う
に
受
取
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
や
は
り
結
論
的
に
い
へ
ば
、
新
勅
撰
集
以
後
二
集
を
隔
て
た



続
拾
遣
集
と
、
つ
ゞ
く
新
後
撰
集
と
の
二
を
除
い
て

（「勅
撰
次
第
」
に
よ
れ
ば

前
者
は
正
暦
以
後
、
後
者
は
天
仁
元
年
以
後
の
歌
を
集
め
た
と
い
ふ
）
他
は
す

べ
て
新
古
今
、
新
勅
撰
集
の
方
針
を
守
り
人
麿

ｏ
赤
入
以
来
の
主
な
歌
人
の
作

を
綜
集
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
基
い
て
い
へ
ば
新
古
今
集
以
後
は

一
時
期
に
総
括
さ
れ
て
よ
く
、
少
く
と
も
同
集
と
新
勅
撰
集
と
の
間
に
区
分
を

置
く
理
由
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
偶
々
わ
れ
わ
れ
に
、
か
の
長
明
無
名
抄
が
示
し
た
和
歌
史
の
区

分
を
想
起
さ
せ
る
で
あ
ら
う
。
既
述
の
や
う
に
同
書
は

（「近
代
歌
体
」
の
条
）

歌
の
平
俗
化
が
ま
づ
拾
遺
集
に
萌
し
、
つ
い
で
後
拾
遺
集
に
至
つ
て
決
定
的
に

な
つ
た
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
進
ん
で

「，詞
花
、
千
載
大
略
後

捨
遺
の
風
な
る
べ
し
」
と
指
摘
し
て
千
載
集
ま
で
を

一
様
式
と
み
、
近
代
す
な

は
ち
達
磨
歌
以
後
の
新
時
期
の
そ
れ
に
対
比
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
歌

風
の
変
遷
に
基
い
た
彼
の
判
断
で
あ
つ
た
が
、
体
制
に
基
く
叙
上
の
わ
れ
わ
れ

の
考
察
と
ほ
ゞ
同
様
な
結
果
を
示
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
し
て
も
新
古
今
集
の
示
し
た
選
歌
方
針
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
現
在
の
時

点
に
立
つ
て
す
べ
て
の
過
去
を
批
判
的
、
統

一
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
意
識

・
態
度
は
、
後
拾
遺
以
後
千
載
集
ま
で
の
そ
れ
、
と
り
わ
け
そ
の
中
間
に
位
す

る
金
葉
、
詞
花
集
が
最
も
強
烈
に
示
し
て
ゐ
る
や
う
な
現
代
中
心
の
そ
れ
に
比

べ
て
著
し
く
異
る
も
の
が
あ
つ
た
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恐
ら
く
正
し

い
意
味
で
の
歴
史
意
識
が
新
古
今
集
を
界
と
し
て
和
歌
史
に
お
い
て
成
熟
し
て

き
た
こ
と
を
物
語
る
事
実
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
同
じ
事
実
は
ま
た
新
勅

撰
集

（及
び
そ
れ
以
後
の
集
）
に
も
み
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
、
し
か
し
本
集

に
あ
ら
は
れ
た
歴
史
意
識
が
新
古
今
集
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
意
味
で
理
会
さ
れ

て
よ
い
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
と
思
は
れ
る
が
、
問
題
を
こ
ゝ

に
移
せ
ば
そ
れ
は
も
は
や
体
制
の
外
に
出
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

つ
て
体
制
に
関
す
る
限
り
、
さ
う
し
て
ま
た
そ
こ
で
時
代
区
分
を
考
へ
る
限
り

で
は
叙
上
の
結
論
に
止
め
て
、
本
稿
を
終
結
し
た
い
と
思
ふ
。　
２

九
五
六
・

五
・
二
〇
）

注

一　
本
集
が
後
拾
遺
集
を
典
拠
と
し
た
と
み
ら
れ
る
事
実
の
一
は
木
集
の

奏
覧
事
情
で
あ
る
。
奏
覧
の
日
附
は
序
の
末
尾
に
み
え
る
通
り
貞
永
元

年
十
月
二
日
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
天
皇
が
譲
位
さ
れ
る
二
日
前
で
あ
り

か
つ
譲
位
決
定
の
日
に
当
つ
て
ゐ
る

（百
練
抄
同
日
条
）
。
し
か
も
こ

の
日
、本
集
が
ど
の
程
度
に
進
渉
し
て
ゐ
た
か
は
同
日
の
明
月
記
に
「雖

撰
歌
未
調
、
仮
名
序
代
並
二
十
巻
部
目
録
注

一
紙

（色
紙
加
礼
紙
）
、

先
内
覧
即
奏
聞
、
仰
者
位
署
己
下
可
用
今
日
奏
覧
之
儀
由
、
同
奏
之
。」

と
あ
る
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
、
道
家
は
じ
め
当
事
者
が
い
か
に
御
在
位

中
の
奏
覧
完
了
を
急
務
と
し
た
か
ゞ
分
る
。
こ
れ
は
序
に
示
さ
れ
て
ゐ

る
や
う
な
勅
撰
の
本
義
に
対
す
る
徹
底
し
た
自
覚
を
語
る

一
証
と
も
考

へ
ら
れ
よ
う
が
、
正
し
く
い
へ
ば
応
徳
三
年
九
月
十
六
日
に
奏
覧
さ
れ

た
後
拾
遺
集
が
十

一
月
二
六
日
の
譲
位
に
先
ん
じ
て
ゐ
る

（譲
位
決
定

は
同
月
二
十
日
）
先
例
に
倣
は
う
と
努
め
た
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
明
月
記
文
暦
元
年
六
月
三
日

（
こ
の
時
選
修
は

一
段
落

し
た
ら
し
い
）
条
に

「後
拾
遺
佳
例
、
加
給
御
製
今
二
首
可
満
五
百
首

之
由
、
令
奏
之
。」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
後
拾
遺
集
に
お
け
る
自
河
天

皇
の
御
製
歌
数

（七
首
）
を
範
と
し
た
こ
と
が
分
る
。

注
二
　
後
拾
遺
集
序
で
は
勅
撰
集
評
を
通
し
て
間
接
に
選
者
の
歌
風
観
が
示

さ
れ
て
ゐ
る
と
い
へ
る
。

注
三
　
奏
覧
の
前
年
に
当
る
寛
喜
三
年
六
月
十
七
日
の
百
練
抄
は

「自
去
春

天
下
飢
饉
、
此
夏
死
骸
満
道
、
治
承
以
後
未
有
如
此
之
飢
饉
」
と
記
し



定
家
も
同
年
七
月
二
日
の
明
月
記
に

「飢
人
且
顛
朴
、
死
骸
満
道
、
逐

日
加
増
」
と
記
し
て
ゐ
る
。
湖
つ
て
同
二
年
九
月
二
五
日
条
を
み
る
と

「延
暦
園
城
両
寺
不
静
、
凶
年
不
熟
、
下
民
之
憂
芳
聞
」
と
い
ふ
理
由

で
百
首
御
会
の
延
期
を
道
家
に
申
入
れ
て
ゐ
る
記
事
も
み
え
る
。
増
鏡

「
ふ
ぢ
衣
」
巻
に
も

「う
へ
は
下
り
さ
せ
給
ひ
て
そ
の
七
日
や
が
で
尊

号
あ
り
。
御
悩
な
ほ
お
こ
た
ら
ず
、
大
か
た
世
も
静
か
な
ら
ず
。
こ
の

三
年
ば
か
り
は
天
変
し
き
り
、
な
ゐ
ふ
り
な
ど
し
て
さ
と
し
し
げ
く
御

つ
ヽ
ｔ
み
重
き
や
う
な
れ
ば
、
い
か
ゞ
お
は
し
ま
さ
む
と
御
心
ど
も
さ

わ
ぐ
べ
し
」
と
あ
る
。

（御
譲
位
の
原
因
と
し
て
彗
星
出
現
の
こ
と
が

あ
つ
た
と
民
経
記
に
も
そ
の
事
情
を
詳
細
に
伝
へ
て
ゐ
る
）
以
上
の
諸

記
事
を
本
集
序
の

「
わ
が
君
天
の
下
を
し
ろ
し
め
し
て
よ
り
こ
の
か
た

十
年
あ
ま
り
の
春
秋
、
四
方
の
海
た
つ
し
き
波
も
声
静
か
に
、
七
つ
の

道
民
の
草
も
な
び
き
悦
べ
り
」
に
は
じ
ま
る
文
言
と
比
較
す
る
が
よ
い

注
四
　
木
集
の
選
修
に
つ
い
て
定
家
に
た
め
ら
ひ
の
多
か
つ
た
こ
と
は
明
月

記
寛
喜
二
年
七
月
六
日

（勅
撰
集
発
起
の
こ
と
を
は
じ
め
て
道
家
よ
り

聞
い
た
翌
日
と
思
は
れ
る
）
条
の
述
懐
や
、
同
じ
く
文
暦
元
年
八
月
七

日

（後
堀
河
院
崩
御
の
翌
日
）
、
本
集
を

「惨
置
南
庭
焼
之
」
と
き
の

所
感
な
ど
に
よ
く
う
か
ゞ
は
れ
る
と
思
ふ
。

注
五
　
新
拾
遺
集
の
選
者
為
明
が
奏
覧
後

・
返
納
以
前
に
逝
去
し
た
の
で
頓

阿
が
こ
れ
を
継
い
で
完
成
し
た
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

注
六
　
続
古
今
集
は
、
序
に
よ
れ
ば
選
者
の
人
数
を
古
今
集
に
、
親
撰
の
形

式
を
新
古
今
集
に
と
つ
た
こ
と
が
分
る
が
、
増
鏡

「
山
の
も
み
ぢ
葉
」

巻
も
こ
の
集
が
親
撰

上
見
宴
と
も
に
新
古
今
集
を
範
と
し
た
こ
と
を
記

し
て
ゐ
る
。
風
雅
集
も
序
は
、
新
古
今
集
を
典
拠
に
し
た
こ
と
を
語
つ

て
ゐ
る
が
、
園
太
暦
貞
和
二
年
十

一
月
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
親
撰
一
党

宴
い
づ
れ
も
新
古
今
並
び
に
続
古
今
集
を
典
拠
と
し
て
ゐ
る
こ
と
が
み

え
る
。
な
ほ
同
書
貞
和
元
年
四
月
十
七
日
条
に
よ
る
と
、
風
雅
集
は
執

進
者
の
外
は
選
者
も
お
か
ず
、
右
の
二
集
よ
り
さ
ら
に
親
撰
の
実
を
あ

げ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

―
―
大
阪
大
学
助
教
授
―
―




