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宗
武
の
歌
論
に
お
け
る
朱
子
学
の
影
響

一

日
安
宗
武
の
歌
論
に
漢
学
思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
す
で

に
人
々
に
よ
っ
て
注
意
せ
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
然
し
そ
の
問
題
は
従
来
か

な
り
漠
然
と
顧
み
ら
れ
て
来
た
傾
向
が
あ

っ
て
、
特
に
そ
れ
に
重
点
を
置
い
た

研
究
は
未
だ
な
さ
れ
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
か
つ
て
本
誌
の
第

十
三
輯
で
、
在
満
の
歌
論
に
お
け
る
堀
川
学
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
際

宗
武
の
歌
論
に
朱
子
学
の
影
響
の
あ
る
こ
と
を

一
言
し
た
。
そ
れ

で
今

こ
こ

に
、
宗
武
の
歌
論
に
お
け
る
朱
子
学
の
影
響
と
い
ふ
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
実

証
的
な
立
場
か
ら
考
察
を
試
み
よ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

「国
歌
八
論
」
を
契
機
と
し
て
書
か
れ
た
宗
武
の
歌
論
は
、
真
淵
が
出
仕
す

る
以
前
に
成
立
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
歌
論
に
真
淵
の
思
想
か
ら
の
影
響
は

な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
ぁ
ら
う
。
そ
こ
に
力
強
く
働
き
か
け
て
ゐ
る
の
は
儒
学

の
思
想
で
あ
り
、
朱
子
学
の
思
想
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

「国
歌

八
論
」
を
め
ぐ

っ
て
、
在
満
と
宗
武
と
の
間
に
な
さ
れ
た
論
争
に
は
、
古
義
学

の
思
想
と
朱
子
学
の
思
想
と
の
対
決
と
い
ふ
べ
き
性
格
が
見
ら
れ
、
宗
武
と
真

淵
と
の
間
に
交
さ
れ
た
論
弁
に
は
ハ
朱
子
学
派
と
古
攻
辞
学
派
と
の
討
論
と
い

ふ
べ
き
色
彩
が
認
め
ら
れ
る
。
宗
武
の
歌
論
に
お
け
る
朱
子
学
の
影
響
は
、
宗

宇

佐

美

喜

三

八

武
の
歌
論
を
究
め
る
上
で
も
、

「国
歌
八
論
」
に
関
す
る
論
争
を
考
へ
る
上
で

も
、
看
過
し
難
い
問
題
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

宗
武
の
朱
子
学
の
教
養
は
、
室
鳩
巣
の
感
化
に
負
ふ
所
が
大
き
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
周
知
の
通
り
、
鳩
巣
は
朱
子
学
を
信
奉
し
て
、
名
教

維
持
の
精
神
に
富
ん
だ
篤
実
な
学
者
で
あ

っ
た
。
吉
宗
に
深
く
信
頼
せ
ら
れ
て

機
密
の
相
談
に
も
与
り
、
そ
の
頃
す
で
に
一
代
の
宿
儒
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
て

ゐ
た
。

「有
徳
院
殿
御
実
紀
」
の
記
事
に
よ
る
と
、
享
保
十
年
十
二
月
十

一
日

宗
武
の
兄
で
後
に
将
軍
と
な
っ
た
家
重
の
侍
講
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
宗

武
は
そ
れ
か
ら
二
年
の
後
、
享
保
十
二
年
十
三
歳
の
時
か
ら
、
自
石
の
門
人
で

あ
っ
た
土
肥
霞
洲
に
学
ん
だ
旨

「
田
藩
事
実
」
に
伝
へ
て
ゐ
る
が
、
家
重
の
教

育
を
委
嘱
せ
ら
れ
て
若
君
の
輔
導
役
と
な
っ
た
鳩
巣
が
、
宗
武
の
教
育
に
つ
い

て
全
然
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
思
は
れ
な
い
。
宗
武
の
歌
論
に
は
、
朱
子
学
の

影
響
と
は
別
の
問
題
と
し
て
鳩
巣
の
思
想
と
の
交
渉
を
考
へ
得
る
所
が
あ
る
。

そ
れ
に
関
し
て
は
、
他
日
機
を
得
た
な
ら
ば
述
べ
て
み
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。

寛
保
三
年
仲
冬
、
二
十
九
歳
の
時
、
宗
武
は

「誨
蒙
近
言
」
と
題
す
る
文
を

草
し
た
（註

一
）。
そ
の
末
に
宗
武
は

「右
の
一
章
は
童
蒙
の
輩
の
学
業
を
勧
め

ん
が
為
に
記
せ
し
所
也
」
と
い
ひ
、
左
右
近
習
の
人
を
始
め
そ
の
子
弟
も
少
く

な
い
旨
を
述
べ
て
、

「そ
れ
ら
の
人
々
、
萄
も
道
を
学
ぶ
の
心
な
か
ら
ん
は
、



誠
に
本
意
な
き
事
な
れ
ば
、
只
其
志
を
起
さ
し
め
ん
為
に
妄
に
浅
近
の
言
を
著

と
云
繭
」
と
記
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、
学
問
の
奨
励
に
よ
り
家
中
の
士
風
を
振
作

し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も

っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
先

づ
天
地
の
間
に
お
い
て
人
の
貴
い
理
白
は
人
の
道
を
知
る
こ
と
に
在
る
と
論
じ

て
、
道
を
学
ぶ
べ
き
所
以
を
諭
し
、
次
に
土
農
工
商
四
等
の
中
で
士
を
貴
ぶ
ベ

き
理
由
を
述
べ
、
士
た
る
者
の
職
分
と
し
て
修
身
斉
家
、
治
国
平
天
下
の
こ
と

を
説
き
、
更
に
そ
の
職
分
の
た
め
に
知
を
致
し
物
に
格
る
と
い
ふ

「大
学
」
の

教
へ
を
示
し
て
、
致
知
格
物
の
至
大
な
る
も
の
は
学
問
で
あ
る
と
い
ひ
、
士
た

る
者
は
学
問
を
せ
ず
し
て
は
そ
の
職
分
を
な
し
得
ざ
る
こ
と
を
力
説
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、

「扱
其
人
の
道
と
い
ふ
は
五
倫

也
、
五
倫
と
は
父
子
有
レ
親
、
君
臣
有
レ義
、
夫
婦
有
レ別
、
長
幼
有
レ序
、
朋
友

有
レ信
是
也
」

と
述
べ
て
、　
五
倫
を
尊
ぶ
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
ゐ
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
五
倫
を
論
じ
た
部
分
は
全
文
の
三
割
近
く
の
分
量
を
占
め
て
ゐ
て

宗
武
が
如
何
に
五
倫
を
重
ん
じ
て
ゐ
た
か
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
や

う
に
五
倫
の
尊
重
を
強
調
し
て
ゐ
る
の
は
、
鳩
巣
の

「五
倫
名
義
」
か
ら
受
け

た
感
化
に
基
づ
く
所
も
大
き
い
も
の
と
思
は
れ
る
。

「五
倫
名
義
」
は
享
保
八

年
十

一
月
、
鳩
巣
が
吉
宗
の
命
に
よ
り
書
い
て
奉

っ
た
も
の
で
、
吉
宗
は
こ
れ

を
同
年
十
二
月
同
じ
く
鳩
巣
に
奉
ら
し
め
た

「五
常
名
義
」
と
と
も
に
、
家
重

に
座
右
の
書
と
し
て
遣
は
し
た
（註
二
）。
宗
武
も
ま
た
「
五
倫
名
義
」
を
与
え
ら

れ
た
に
相
違
な
い
。
ま
た

「誨
蒙
近
言
」
の
中
に
は
、

「人
の
道
は
則
天
理
と

同
じ
」
と
い
ふ
言
葉
も
あ

っ
て
、
宗
武
が
朱
子
学
の
思
想
を
信
奉
し
て
ゐ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
士
の
職
分
を
説
い
て
学
問
を
奨
励
し
て
ゐ
る
言
葉
は
ま

っ
た
く

「大
学
」
に
拠

っ
て
い
て
、
宗
武
自
身
も

「是
則
大
学
の
教
へ
な
り
」

と
述
べ
て
ゐ
る
。

「大
学
」
を
尊
び
致
知
格
物
を
修
身
斉
家
の
基
礎
と
す
る
の

は
朱
子
学
の
思
想
で
あ
る
（註
三
）。
要
す
る
に

「誨
蒙
近
言
」

一
篇
は
、
朱
子

学
派
の
儒
学
思
想
を
も

っ
て
学
問
の
必
要
を
諭
し
、
士
風
の
昂
楊
を
図
ら
う
と

し
た
も
の
で
、
朱
子
学
に
基
づ
い
て
名
教
の
維
持
を
念
顧
し
た
鳩
巣
の
精
神
に

通
ず
る
誨
言
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

「誨
蒙
近
言
」
に
見
ら
れ
る
鳩
巣
的
な
朱
子
学
の
思
想
は
、
宗
武
の
歌
論
の

成
立
を
考
察
す
る
に
当
´́
て
も
注
意
す
べ
き
意
義
を
有
す
る
。

「誨
蒙
近
言
」

が
書
か
れ
た
の
は
、
前
記
の
や
う
に
寛
保
三
年
で
あ
っ
て
、
在
満
が

「国
歌
八

論
」
を
書
い
た
の
は
、
そ
の
前
年
の
寛
保
二
年
で
あ
っ
た
。
宗
武
の

「国
歌
八

論
余
言
」
ば
や
は
り
寛
保
二
年
に
書
い
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
、

「臆
説
剰
言
」

は

「誨
蒙
近
言
」
を
書
い
た
翌
年
の
延
享
元
年
に
成
り
、

「歌
論
」
は
そ
の
後

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
■
国
歌
八
論
」
を
め
ぐ
る
宗
武
の
歌
論
は
、
彼
が

「誨
蒙
近
言
」
を
書
い
た
寛
保
三
年
を
中
に
挟
ん
で
、
そ
の
前
後
の
年
に
成
立

し
た
の
で
あ
っ
た
。

「誨
蒙
近
言
」

一
篇
に
見
ら
れ
る
旺
盛
な
儒
教
精
神
を
思

へ
ば
、
宗
武
の
歌
論
に
儒
学
の
影
響
の
強
く
現
は
れ
て
ゐ
る
の
は
敢

へ
て
怪
し

む
に
足
り
な
い
現
象
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
歌
論
を
支
へ

・る
の
が
、
名
教
保
持
の

精
神
に
貫
か
れ
た
鳩
巣
的
な
朱
子
学
の
思
想
で
あ
る
こ
と
も
理
解
せ
ら
れ
る
で

あ
ら
う
。

註

一
、
土
岐
善
麿
氏
著

「
日
安
宗
武
」
第
二
冊
、
解
題
二
参
照
。

註
二
、

「有
徳
院
殿
御
実
紀
」
附
録
巻
十
。

註
三
、
西
晋

一
郎
氏
著

「東
洋
倫
理
」
二
四
九
頁
参
照
。

二

宗
武
の
歌
論
に
お
い
て
朱
子
学
の
思
想
の
影
響
と
し
て
先
づ
注
意
せ
ら
れ
る

の
は
、
宗
武
が
歌
に

「理
り
」
と

「わ
ざ
」
（事

・
業
）
と
が
あ
る
と
考
へ
て
ゐ

る
こ

設
一
喝
れ
ゲ
Ｍ
瞼

り
「な

垢
き
わ
嘲
帥
み
餞
嘱
」
師
輪
詢
榊
燎
ｒ

然
り
。
よ



く
よ
く
耕
ふ
べ
き
こ
と
な
り
。

と
述
べ
て
ゐ
る
。

「理
り
」
と

「わ
ざ
」
と
は
諸
道
に
こ
と
ご
と
く
あ
る
も
の

で
、
歌
の
道
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
考
へ
方
は

理
気
二
元
論
の
影
響
を
受
け
た
思
想
で
あ
る
と
見
な
さ
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

へ
る
。
周
知
の
如
く
、
朱
子
は

「天
地
之
間
有
レ
理
有
レ
気
。
理
也
者
形
而
上
之

道
也
。
生
レ物
之
本
也
。
気
也
者
形
而
下
之
器
也
。
生
レ物
之
具
也
」

（朱
子
文

集

・
巻
五
八
）
と
論
じ
て
ゐ
る
や
う
に
、
現
象
界
を
理
気
二
元
を
も

っ
て
説
明

し
た
。
宗
武
が

「理
り
」
と
い
ふ
の
は
理
に
あ
た
り
、

「わ
ざ
」
と
い
ふ
の
は

気
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
武
の
思
想
を
在
満
が

「再
論
」
の
中
で
、

堀
川
学
派
的
な
立
場
か
ら
、

「臣
愚
い
ま
だ
甘
心
し
奉
る
事
あ
た
は
ず
」
、

「

聖
教
す
べ
て
理
り
を
の
た
ま
へ
る
事
を
し
り
侍
ら
ず
」
な
ど
と
言

っ
て
批
判
し

た
の
に
対
し
、
宗
武
が

「歌
論
」
で
反
駁
し
た
論
述
の
中
に
は
、
次
の
や
う
な

言
葉
が
見
え
る
。

そ
れ
陰
陽
の
消
長
、
日
月
の
往
来
を
始
と
し
て
、
天
地
の
間
万
物
皆
其
理

あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
た
と
へ
ば
人
は
物
也
。
人
の
日
々
に
行

ふ
所

は
事

也
。
そ
の
お
こ
な
ふ
所
、
或
は
君
に
つ
か
へ
て
忠
と
な
り
親
に
事
へ
て
孝

と
な
る
。
す
べ
て
其
心
よ
り
出
づ
る
、
是
を
道
と
い
ふ
。
有
レ物
必
有
レ
則

と
見
え
し
則
と
は
即
ち
理
也
、
性
也
、
命
也
。
日
に
得
た
る
全
体
を
さ
し

て
は
心
と
い
ひ
、
事
に
応
ず
る
大
用
を
さ
し
て
は
道
と
い
ふ
。
其
名
は
異

な
る
に
似
た
れ
ど
、
そ
の
実
は

一
也
。
然
る
に
近
世
異
説
の
徒
性
理
の
名

を
厭
ひ
、
つ
ひ
に
事
の
み
に
し
て
理
の
有
る
事
を
し
ら
ず
、
又
は
聖
経
理

を
説
き
玉
ひ
し
を
見
ず
な
ど
い
へ
る
、
い
と
心
得
が
た
し
。

万
物
皆
そ
の
理
の
あ
ら
ざ
る
は
な
き
を
言
ひ
、
人
と
忠

・
孝
と
の
問
題
を
例

に
し
て
、
心

・
道

・
性

ｏ
命
な
ど
を
論
じ
て
ゐ
る
の
は
、
朱
子
学
の
思
想
を
基

盤
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
朱
子
は

「大
学
章
句
」
伝
之
五
章
に
記
し
た
文
中
で

「天
下
之
物
、
莫
レ
不
レ有
レ
理
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。　
そ
の
思
想
に
立
っ
て
宗
武

は
例
を
挙
げ
、
人
は
物
で
あ
る
と
し
て
、
人
に
つ
い
て
忠

・
孝
の
こ
と
を
言

っ

て
ゐ
る
が
、
鳩
巣
の

「大
学
章
句
新
疏
」
伝
之
五
章
に
は
、
「君
臣
父
子
物
也
。

即
二君
臣
一而
窮
二仁
忠
之
理
。́
即
二父
子
一而
窮
二慈
孝
之
理
こ

と
説
明
が
あ
る
。

「す
べ
て
其
心
よ
り
出
づ
る
、
是
を
道
と
い
ふ
」
と
い
っ
た
の
は
、

「中
庸
」

の

「率
レ性
之
謂
レ道
」
や
朱
子
の

「中
庸
章
句
」
第

一
章
の
註
に
、

「道
者
。

日
用
事
物
当
レ行
之
理
。
皆
性
之
徳
。

而
具
二於
心
こ

な
ど
に
関
係
を
持
つ
思

想
で
あ
ら
う
。
宗
武
は
忠

・
孝
が
臣

・
子
の
当
に
行
ふ
べ
き
理
で
あ
る
こ
と
を

説
い
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

「有
レ物
必
有
レ則
」
は
、

「詩
経
」
大
雅
の
ス
民
の

「天
生
二蒸
民
¨
有
レ
物

有
レ則
」
に
基
づ
い
た
語
で
、
こ
の
詩
句
は
朱
子
も

「大
学
或
問
」

で
引
用
し

て
ゐ
る
が
、
「大
学
或
問
」
に

「几
有
二

物
一必
有
二
一
理
こ

と
が

「物
必
有

理
」
な
ど
と
い
う
言
葉
も
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、

「有
レ物
有
レ則
」
の
則
は
理

の
意
味
に
も
な
る
で
あ
ら
う
。
鳩
巣
は
上
記
の
朱
子
の
語

「天
下
之
物
。
莫
レ

不
レ有
レ
理
」
の
意
味
を
、
「大
学
章
句
新
疏
」
で

「有
レ
物
有
レ則
也
」
と
解
し
て

ゐ
る
。
則
が
そ
の
や
う
に
理
で
あ
る
と
と
も
に
、
性
で
あ
り
命
で
あ
る
と
い
ふ

の
は
、
朱
子
が

「中
膚
章
句
」
第

一
章
で

「性
即
理
也
」
と
説
き
、
ま
た

「中

庸
或
間
」
で

「蓋
在
レ天
在
レ人
。
雖
レ有
二性
命
之
分
一。而
其
理
則
未
二嘗
不
レ
一
」

と
論
じ
、

「朱
子
語
類
」
巻
四
で

「中
庸
に
見
え
る

「天
命
」
の
命
は
理
を
言

っ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
の
に
通
ず
る
思
想
で
あ
る
。
さ
う
し
て

「己

に
得
た
る
全
体
を
さ
し
て
は
心
と
い
ひ
、
事
に
応
ず
る
大
用
を
さ
し
て
は
道
と

い
ふ
」
と
言

っ
て
、
心
と
道
と
は
名
を
異
に
し
て
そ
の
実
が

一
つ
で
あ
る
と
述

べ
て
ゐ
る
の
も
、
や
は
り
上
記
の

「中
庸
章
句
」
第

一
章
の
朱
子
の
註

「道
者

日
用
事
物
当
レ行
之
理
。
　
皆
性
之
徳
。
　
而
具
二於
心
こ

と
関
係
の
あ
る
思
想

で
あ
る
。
鳩
巣
は

「中
庸
章
句
新
疏
」
で
こ
の
朱
子
の
註
に
つ
い
て
、
「其
曰
ニ



日
用
事
物
当
レ
行
之
理
・。則
指
二其
用
↓
以
見
二人
之
不
レ
離
二於
道
・。
其
日
〓皆
性

之
徳
而
具
二於
心
・。
則
本
二其
体
一而
言
レ
之
。
以
見
二道
之
不
レ
離
二於
人
こ

と
述

べ
、
ま
た

「凡
事
物
当
行
之
理
。
莫
レ非
二性
分
固
有
之
徳
”
而
其
全
体
則
心
之

所
レ具
也
」

と
説
い
て
を
り
、　
宗
武
の
言
ふ
所
は
こ
の
思
想
に
通
ず
る
も
の
で

あ
ら
う
。

「全
体
大
用
」
と
い
ふ
語
は
、

「大
学
章
句
」
伝
之
五
章
の
朱
子
の

文
に
も

「吾
心
之
全
体
大
用
無
レ
不
レ
明
癸
」
と
見
え
、
ま
た
鳩
巣
の

「駿
台
雑

話
」
巻

一
に
も
、

「道
に
全
体
大
用
あ
る
を
し
ら
ぬ
も
理
ぞ
か
し
」
と
見
え
て

ゐ
る
。「近

世
異
説
の
徒
性
理
の
名
を
厭
ひ
、
云
々
」
と
言

っ
て
在
満
の
考
へ
を
非

難
し
て
ゐ
る
の
も
、
鳩
巣
が

「駿
台
雑
話
」
巻

一
で
、
異
説
を
あ
げ

「理
気
体

用
な
ど
の
説
、
孔
孟
の
言
及
ば
ざ
る
と
い
ふ
に
拠

っ
て
朱
子
を
議
す
る
あ
り
。

云
々
」
と
言

っ
て
、
堀
川
学
派
の
思
想
を
排
斥
し
た
の
と
同
様

の
態
度

で
あ

る
。
宗
武
は
こ
の
や
う
に
朱
子
学
の
思
想
に
よ
っ
て
物
に
は
必
ず
理
の
あ
る
ベ

き
こ
と
を
主
張
し
、

「聖
経
す
べ
て
理
り
を
の
た
ま
へ
る
事
を
し
り
侍
ら
ず
」

（再
論
）
と
道
破
し
た
在
満
に
応
醐
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
彼
は
、
歌
に

も

「理
ヶ
」
と

「わ
ざ
」
と
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

三

宗
武
が
歌
の

「理
り
」
と
い
ひ
歌
の

「わ
ざ
」
と
い
ふ
の
は
、
具
体
的
に
如

何
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
ら
の
意
味
す
る
所

に

つ
い

て
、
宗
武
は
正
面
か
ら
説
明
を
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
の
歌
論
を
読
め

ば
、
そ
れ
ら
が
何
を
指
し
て
ゐ
る
か
は
お
ほ
よ
そ
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
へ
る
。

先
づ

「理
り
」
に
関
し
て
は
、

「臆
説
剰
言
」
の
中
に
次
の
如
く
述
べ
て
ゐ

る
の
を
見
て
、
そ
の
意
味
す
る
所
を
知
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

こ
と
さ
ら
医
道
な
ど
は
、
す
で
に
神
農
黄
帝
の
心
に
基
づ
き
て
、
万
民
の

患
を
救
ふ
の
要
務
な
れ
ば
、
上
も
下
も
其
す
ぢ
を
か
ね
て
心
得
ん
事
こ
そ

願
は
し
か
ら
め
。
歌
の
道
は
さ
ら
な
り
、
性
情
を
和
ら
げ
風
紀
を
助
く
る

物
な
れ
ば
、
い
か
で
疎
か
に
す
べ
き
。
只
上
も
下
も
歌
学
な
ど
い
ふ
事
に

拘
ら
ず
、
そ
の
理
り
の
ま
ま
に
大
様
に
よ
み
出
で
、
そ
の
詞
な
ど
に
至
り

て
は
、
誠
に
歌
の
道
し
れ
る
人
に
正
さ
し
め
ん
こ
そ
本
意
な
る
べ
き
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
宗
武
は
歌
は
性
情
を
和
ら
げ
風
紀
を
助
け
る
べ
き
も
の
と

考

へ
て
、
そ
う
し
た
効
用
を
発
揮
す
べ
き
歌
の
本
質
的
な
精
神
と
い
ふ
も
の
を

想
定
し
、
こ
れ
を
歌
の

「理
り
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
れ

は
名
教
保
持
の
念
願
の
強
か
っ
た
宗
武
独
自
の
見
解
に
よ
る
和
歌
の
本
質
を
指

し
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
歌
の

「わ
ざ
」
（業
）
の
意
味
す
る
所

や
、

「理
り
」
と

「わ
ざ
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

「歌
論
」
の
中
の
左
の

言
葉
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

歌
は
性
情
よ
り
出
づ
る
所
な
れ
ば
、
心
正
し
き
時
は
歌
も
ま
た
正
し
。
し

か
れ
ど
も
業
な
ら
ざ
る
時
は
、
句
つ
づ
き
の
如
き
に
至
り
て
は
よ
か
ら
ざ

る
事
あ
り
。
是
か
の
歌
の
理
り
は
得
た
れ
ど
も
歌
の
業
な
ら
ざ
る
な
り
。

叉
心
は
邪
な
る
も
の
も
歌
の
業
に
達
し
ぬ
れ
ば
、
心
正
し
き
人
の
よ
み
た

る
が
如
く
な
る
歌
を
よ
む
べ
し
。
さ
ら
ば
そ
の
歌
を
ば
と
り
て
教
へ
と
す

べ
け
れ
ど
、
そ
の
人
は
歌
の
道
に
は
か
な
は
ざ
る
也
。
こ
れ
か
の
歌
の
わ

ざ
得
た
れ
ど
も
理
り
は
た
が
ひ
た
る
也
。

こ
れ
を
見
れ
ば
歌
の

「わ
ざ
」
と
い
ふ
の
は
、
歌
の
表
現
の
技
法
を
意
味
す

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
歌
の
理
り
は
正
し
い
心
に
基
づ
か
な
れ
ば
得
ら
れ

な
い
も
の
で
あ
る
が
、
わ
ざ
は
心
の
正
邪
に
関
係
の
な
い
も
の
と
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
歌
の
理
り
を
得
て
ゐ
て
も
わ
ざ
を
得
て
ゐ
な
い
人
も
あ
り
、
ま
た
そ

の
逆
の
人
も
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
す
で
に

「余
言
」

（歌
の
道
盛
ん
な
る
世



と
康
れ
た
る
世
と
を
わ
き
ま
あ
る
論
）
に
お
い
て
も
述
べ
て
ゐ
る
。
更
に
ま
た

そ
こ
で
、

こ
の
道
に
も
理
り
と
わ
ざ
と
の
は
べ
る
な
り
。
さ
れ
ば
、
両
つ
な
が
ら
全

か
ら
で
は
、
歌
の
道
と
は
、
い
ひ
難
か
る
べ
し
。

と
い
っ
て
ゐ
て
、
宗
武
が
電
り
と
わ
ざ
と
を
共
に
得
た
歌
を
理
想
と
し
て
ゐ
る

こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

然
し
宗
武
は
前
引
の

「臆
説
剰
言
」
の
文
中
で
、
歌
学
な
ど
に
は
拘
泥
せ
ず

そ
の
理
り
の
ま
ま
大
様
に
よ
み
出
で
、
詞
な
ど
は
歌
の
道
を
弁
へ
て
ゐ
る
人
に

正
さ
し
め
る
の
が
本
意
で
あ
る
と
論
じ
て
ゐ
る
や
う
に
、　
一
般
の
人
々
は
、
わ

ざ
よ
り
も
理
り
を
重
ん
ず
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
思
想
を
抱
い
て
ゐ
た
の
で
あ
っ

た
。
さ
う
し
て
歌
の
理
り
で
あ
る

「性
情
を
和
ら
げ
風
紀
を
助
く
る
」
本
質
的

な
効
用
の
中
で
も
、
風
紀
を
助
け
る
方
面
を
特
に
重
要
視
し
た
の
で
あ
る
。

「

余
言
」
で
は

「政
正
し
き
御
代
は
、
歌
の
理
り
盛
ん
な
る
べ
く
、
政
衰
ふ
る
御

代
は
、
歌
の
理
り
も
違
ひ
ぬ
べ
し
」
と
言
ひ
、
ま
た
、

そ
の
理
り
盛
ん
な
り
け
る
代
、
或
は
そ
の
理
り
得
た
る
人
た
ち
を
知
ら
ん

こ
と
は
、
今
の
教
へ
と
も
な
り
な
ん
。
そ
の
わ
ざ
巧
み
な
り
け
る
人
な
ど

は
、
知
り
て
も
益
な
し
。

と
論
じ
、
古
歌
に
関
し
て
わ
ざ
ょ
り
も
理
り
を
重
ん
じ
、

「今
の
教
へ
」
と
な

る
べ
き
こ
と
を
貴
ん
で
ゐ
る
。
そ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
宗

武
の
歌
が
風
紀
を
助
け
る
と
い
ふ
考
へ
は
、
歌
が
性
情
を
和
ら
げ
る
と
い
う
考

へ
と
同
じ
く
、
儒
教
の
音
楽
思
想
の
感
化
に
因
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
関
聯
し
て
宗
武
が

「今
の
教
へ
」
と
か
、

「教
へ
と
な
り
ぬ
ベ

き
古
歌
」
（臆
説
剰
言
）
と
か
、

「教
へ
と
す
べ
き
歌
」
（同
上
）
と
か
い
っ
て
、

歌
の

「教
へ
」
を
尊
重
し
て
ゐ
る
所
に
は
、
朱
子
学
の
思
想
の
感
化
が
あ
る
と

見
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
宗
武
の
歌
論
に
お
け
る
朱
子
学
の
影
響

と
し
て
、
理
り
と
わ
ざ
と
の
問
題
に
次
い
で
取
り
上
ぐ
べ
き
問
題
と
な
る
で
あ

ら
う
。

四

宗
武
は
和
歌
の
風
教
上
の
効
用
を
極
め
て
積
極
的
に
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
は

「歌
論
」
に
お
い
て
、

歌
の
道
人
の
心
よ
り
起
り
て
以
て
勧
善
懲
悪
の
教
と
す
る
所
な
れ
ば
、
…

と
言

っ
て
ゐ
る
。
和
歌
が
勧
善
懲
悪
の
教
へ
に
な
る
と
す
る
見
解
は
、
朱
子
学

派
の
詩
に
対
す
る
思
想
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
宗
武
の
主
張
に
抗
議
し
て

詩
に
関
し
、
在
満
が

「宋
儒
の
言
に
は
、
詩
は
従
来
の
物
な
れ
ど
も
、
是
に
よ

り
て
勧
善
懲
悪
す
べ
く
、
聖
人
も
取
り
給
ふ
と
見
え
た
り
」
（再
論
）
と
い
ひ
、

真
淵
が

「さ
て
宋
儒
に
い
た
り
て
専
ら
理
を
も
て
こ
れ
を
説
き
、
ひ
と
へ
に
勧

善
懲
悪
の
為
と
す
」
（再
奉
答
書
）
と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
、
朱
子
が

「詩
経
」
の

詩
に
対
し
て
抱
い
た
思
想
を
指
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
朱
子
は

「詩
集
伝
」

序
で
詩
の
教
へ
と
な
る
所
以
を
説
い
て
、

詩
者
人
心
之
感
レ物
。
而
形
二於
言
一之
余
也
。
心
之
所
レ感
有
二邪
正
“故
言

之
所
レ形
有
二是
非
↓
推
聖
人
在
レ
上
。
則
其
所
レ感
者
無
レ不
レ
正
。
而
其
言

皆
足
二以
為

，教
。
其
或
感
レ之
之
雑
。
而
所
レ発
不
レ能
レ無
二可
レ択
者
”　

。
則

上
之
人
必
思
レ所
二以
自
反
¨
而
因
有
〓以
勤
二懲
之
・。是
亦
所
二以
為
●教
也

と
述
べ
て
ゐ
る
。
宗
武
が

「歌
体
約
言
」
で
、
歌
は
人
の
心
を
種
と
し
て
詠
み

出
だ
す
も
の
と
し
て
、

す
な
ほ
な
る
人
は
歌
の
こ
こ
ろ
も
す
な
ほ
に
、
あ
る
は
か
た
く
な
に
あ
る

は
た
は
れ
た
る
は
、
う
た
に
も
そ
の
色
の
あ
ら
は
る
る
な
り
。

と
い
っ
て
い
る
の
は
、
右
の
心
の
邪
正
が
言
葉
の
是
非
に
現
は
れ
る
と
い
う
説

に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
上
記
の
如
く
、
歌
の
道
は
人
の
心
か
ら
起
っ
て



勧
善
懲
悪
の
教
へ
と
す
る
所
で
あ
る
と
考
へ
た
の
も
、
や
は
り
右
の
朱
子
の
詩

教
よ
り
の
影
響
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

宗
武
は
ま
た

「余
言
」
に
お
い
て
、

「う
る
は
し
き
歌
は
人
の
た
す
け
と
な

り
、
あ
し
き
歌
は
人
を
そ
こ
な
ふ
」
と
言

っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
前
文
と
の
関
係

か
ら
見
て
、
儒
教
の
音
楽
思
想
の
影
響
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
続
い
て
、

さ
れ
ど
ま
た
あ
し
き
歌
を
も
て
、
こ
れ
は
あ
し
と
思
ひ
て
見
る
と
き
は
、

ま
た
誠
め
と
も
な
る
な
り
。

と
述
べ
て
ゐ
る
の
は
、
未
子
の
詩
教
か
ら
の
影
響
で
あ
る
と
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
悪
い
詩
が
戒
め
に
な
る
と
い
ふ
思
想
は
、
右
の

「詩
集
伝
」
序
に
も

見
ら
れ
る
所
で
あ
り
、
朱
子
は
、

「論
語
」
（為
政
）
に
あ
る

「詩
三
百
。　
一
言

以
蔽
レ
之
。
日
思
無
レ
邪
」
と
い
う
孔
子
の
言
に
つ
い
て
、

「集
註
」
で
、

几
詩
之
言
。　
善
者
可
ヨ
以
感
二発
人
之
善
心
・。　
悪
者
可
〓
以
懲
二創
人
之
逸

志
・。
其
用
帰
日於
使
三
人
得
二其
性
之
正
一而
已
。

２
説
い
て
ゐ
る
。
更
に
李
茂
欽
に
答
へ
た
言
葉
の
中
に
も
、

「如
二詩
中
所
レ
言

有
レ
善
有
レ
悪
。
聖
人
両
存
レ
之
。
善
可
レ
勧
。
悪
可
レ戒
」
（朱
子
語
類
巻
八
十
）

と
見
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
「論
語
」
の

「思
無
レ邪
」
を
朱
子
流
に
解
す
る
弊

と
し
て
、
教
訓
的
な
詩
で
な
け
れ
ば
詩
で
な
い
と
い
ふ
偏
狭
な
詩
観
を
生
じ
た

こ
と
は
、
す
で
に
鈴
木
博
士
も
論
じ
て
を
ら
れ
る
（註
）。
宗
武
は
そ
の
偏
狭
な

詩
観
を
も

っ
て
和
歌
を
律
し
た
の
で
あ

っ
た
。
右
の
宗
武
の
文
で
歌
と
い
ふ
の

は
、
音
楽
の
要
素
と
し
て
の
歌
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
歌
詞
を
意
味
す
る
こ
と

は
宗
武
の
述
べ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。

宗
武
は
朱
子
の
詩
教
を
適
用
し
て
悪
い
歌
も
戒
め
に
な
る
と
論
じ
、
更
に
、

さ
れ
ば
雅
楽
廃
れ
て
後
も
、
聖
な
ほ
詩
経
と
い
ふ
ふ
み
を
撰
ば
せ
た
ま
ひ

て
、
人
を
導
き
た
ま
ふ
な
り
。

と
い
っ
て
、

「詩
経
」
の
撰
ば
れ
た
趣
旨
を
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
れ
も
朱
子
の
言

ふ
所
に
基
づ
い
た
も
の
で
、

「詩
集
伝
」
序
に
は
前
引
の
文
に
続
き
次
の
や
う

に
見
え
る
。

昔
周
盛
時
。
上
自
二郊
廟
朝
廷
・。

而
下
達
二於
郷
党
間
巷
”
其
言
粋
然
無
下

不
レ
出
二於
正
一者
“
聖
人
固
己
協
二之
声
律
”
而
用
二之
郷
人
↓
用
二邦
国
・。

以
化
二天
下
・。

至
二於
列
国
之
詩
”
則
天
子
巡
守
。
亦
必
陳
而
観
レ之
。
以

行
二瓢
勝
之
典
↓
降
レ
自
二昭
穆
一而
後
。
寝
以
陵
夷
。

至
二於
東
遷
。́
而
遂

廃
不
レ講
実
。
孔
子
生
二於
其
時
。̈
既
不
レ
得
レ位
。
無
ヨ
以
行
二勧
懲
瓢
勝
之

政
¨
於
レ
是
。
特
挙
二其
籍
一而
討
二論
之
¨
去
二其
重
複
”
正
三其
紛
乱
・・。而
其

善
之
不
レ
足
二以
為
レ
法
。
悪
之
不
レ
足
二以
為

，戒
者
。
則
亦
刊
而
去
レ
之
。

以
従
二簡
約
・。
示
二久
遠
↓
使

，
大
学
者
。
即
レ
是
而
有
〓
以
考
二其
得
失
↓
善

者
師
レ
之
。
而
悪
者
改
夕
焉
。
是
以
。
其
政
雖
レ不
レ
足
〓以
行
二於

一
時
・。

而
其
教
実
被
二於
万
世
・。
是
則
詩
之
所
二以
為
ン教
者
然
也
。

雅
楽
が
廃
れ
て
後
も
聖
人
は

「詩
経
」
と
い
ふ
書
を
撰
び
、
勧
善
懲
悪
の
教

え
を
示
し
て
人
を
導
い
た
と
い
ふ
宗
武
の
言
葉
は
、
結
局
右
の
朱
子
の
文
の
要

旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

在
満
は

「再
論
」
で
、
右
の
や
う
に
朱
子
の
思
想
に
拠

っ
た
宗
武
の
言
葉
を

評
し
て
、
歌
に
限
ら
ず
何
事
に
せ
よ
勧
善
懲
悪
の
義
の
附
会
せ
ら
れ
な
い
も
の

は
な
く
、
教
誠
の
端
と
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
が
、
歌
は
本
来
教
誠
の
た
め
の

も
の
で
は
な
い
と
述
べ
、
詩
も
ま
た
同
様
で
あ

っ
て
、
聖
人
が
詩
を
採
っ
た
の

は
勧
懲
の
た
め
で
は
な
く
、
人
性
に
通
ず
る
た
め
、
或
は
多
く
鳥
獣
草
木
の
名

を
知
る
た
め
で
あ
る
と
講
じ
、
詩
の
勧
懲
の
用
を
説
く
朱
子
の
見
解
に
反
対
し

た
。
こ
れ
に
対
し
宗
武
は

「歌
論
」
に
お
い
て
、
在
満
の
批
評
を

「是
ぞ
誠
に

か
の
候
者
を
悪
む
と
の
玉
ひ
し
た
ぐ
ひ
な
る
べ
し
」
と
言

っ
て
斥
け
、
詩
は
聖

人
が
勧
懲
の
た
め
に
採
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
飽
く
ま
で
主
張
し
て

ゐ
る
。
勧
善
懲
悪
の
効
用
は
万
事
に
あ
る
と
し
て
も
、
身
近
な
も
の
が
無
難
で



あ
る
と
論
じ
て
、

「詩
は
人
情
に
し
た
し
き
物
な
れ
ば
、
勧
善
懲
悪
の
道
に
お

い
て
、
是
を
以
て
人
の
心
を
や
は
ら
げ
た
だ
し
玉
ふ
な
る
べ
し
」
と
言
ひ
、
ま

た
聖
人
側
詩
の
主
旨
は
勧
懲
に
あ

っ
て
、
草
木
鳥
獣
の
名
を
知
る
こ
と
な
ど
は

「詩
の
益
の
一
端
な
れ
ど
も
、
か
ば
か
り
の
事
ま
で
に
も
益
あ
る
と
の
た
ま
へ

る
な
る
べ
し
」
と
言
ひ
、
更
に
人
情
に
通
達
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
大
事
で
あ

る
と
し
て
、

「人
情
に
通
達
し
て
、
そ
の
よ
き
所
を
と
り
用
ふ
れ
ば
則
ち
聖
な

る
べ
し
」
と
言
ひ
、
在
満
の
詩
に
つ
い
て
の
論
を
反
駁
し
て
余
す
所

が
な
か

っ
た
。
さ
う
し
て
、

聖
人
の
人
を
教
へ
玉
ふ
に
は
、
興
於
詩
立
於
礼
成
於
楽
と
見
え
て
、　
一
身

の
始
終
た
だ
詩
と
楽
と
に
有
り
。
又
詩
を
論
じ
玉
ふ
に
は
、
詩
可
以
興
可

以
観
可
以
車
可
以
怨
近
之
事
父
遠
之
事
君
と
見
え
て
、
人
倫
の
道
こ
こ
に

も
る
る
事
な
し
。
さ
れ
ば
小
子
何
莫
学
夫
詩
と
も
、
女
学
周
南
召
南
突
乎

と
も
の
玉
ひ
し
。
聖
人
の
教
誠
勧
懲
こ
れ
に
過
ぐ
べ
か
ら
ず
。
然
る
を
宋

儒
の
見
よ
り
な
ど
お
も
ひ
し
は
、
い
と
頑
な
る
心
な
る
べ
し
。

と
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
文
中
に
引
か
れ
た
漢
文
は
悉
く
孔
子
の
言
葉
と
し

て

「論
語
」
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
挙
げ
て

「
一
身
の

始
終
た
だ
詩
と
楽
と
に
有
り
」
、
「人
倫
の
道
こ
こ
に
も
る
る
事
な
し
」
と
い
ふ

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「論
語
集
註
」
の
朱
子
の
言
に
拠

っ
た
思
想
で
あ
ら
う
。
殊

に
後
者
は

「詩
可
以
興
、
云
々
」
（陽
貨
）
の
朱
子
の
註
に
あ
る

「人
倫
之
道
。

詩
無
レ不
レ備
」
の
意
を
そ
の
ま
ま
述
べ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「聖

人
の
教
誠
勧
懲
こ
れ
に
過
ぐ
べ
か
ら
ず
」
と
い
ふ
の
が
朱
子
学
派
の
思
想
で
あ

る
こ
と
は
改
め
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。

註
、
鈴
木
虎
雄
氏
著

「支
那
詩
論
史
」
第

一
篇
第
二
章
参
照
。

五

宗
武
が
歌
の
道
は
勧
善
懲
悪
の
教
へ
と
す
る
所
で
あ
る
と
述
べ
た
の
は
、
右

の
如
ぐ
朱
子
の
詩
教
の
感
化
を
受
け
た
見
解
で
あ
る
が
、
宗
武
は

「詩
経
」
の

精
神
を
尊
ん
で
、

「臆
説
剰
言
」
で
は
、

詩
経
と
て
も
皆
理
り
を
い
ひ
た
る
の
み
に
は
あ
ら
ず
。
葛
軍
の
篇
の
如
き

は
只
事
を
の
べ
た
る
な
り
。
さ
れ
ば
此
の
国
の
歌
の
よ
し
あ
し
定
め
ん
も

詩
経
の
心
に
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。
さ
て
教
へ
と
す
べ
き
歌
は
、
安
ら
か
な

る
歌
か
、
或
は
理
り
を
ふ
く
み
、
あ
る
は
お
の
づ
か
ら
事
を
の
べ
て
、
わ

づ
か
だ
に
理
り
に
違
は
ざ
る
な
ど
の
歌
な
り
。
ま
た
そ
れ
ら
の
体
に
似
て

か
へ
り
て
人
の
心
に
わ
ざ
は
ひ
有
る
べ
き
も
あ
り
。

と
論
じ
て
、
十
余
首
の
古
歌
を
朱
子
の
説
く

「詩
経
」
の
精
神
に
則

っ
て
批
判

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

例
へ
ば
万
葉
集
に
あ
る
、

君
が
代
も
わ
が
よ
も
知
る
や
岩
代
の
岡
の
草
根
を
い
ざ
結
び
て
な

は
、
天
智
帝
皇
子
の
時

（万
葉
集
に
は
中
皇
命
と
あ
る
）
紀
伊
の
温
泉
に
行
か

れ
た
折
の
歌
で
、
公
事
で
も
な
い
の
に

「君
が
代
も
」
と
始
め
に
出
さ
れ
た
の

は
、
忠
義
の
御
心
が
深
く
思
は
れ
る
と
述
べ
、
同
じ
く
人
麿
の
、

見
れ
ど
あ
か
ぬ
吉
野
の
川
の
常
滑
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り
見
む

は
、
吉
野
の
景
を
賞
し
君
を
祝
し
奉
る
や
う
に
聞
え
る
が
、
よ
く
案
ず
る
と
、

人
が
常
に
遠
く
遊
ぶ
の
は
よ
か
ら
ぬ
こ
と
で
、
ま
し
て
人
君
が
か
く
数
多
度
に

行
幸
あ
れ
ば
、
民
は
疲
弊
す
る
で
あ
ら
う
、
吉
野
の
景
を
見
飽
く
ま
で
行
幸
な

さ
っ
た
な
ら
ば
、
民
は
愈
よ
困
る
で
あ
ら
う
、
す
べ
て
物
事
に
は
程
が
あ
る
ベ

き
だ
と
い
ふ
意
を
含
ん
で
ゐ
る
と
論
じ
、
こ
れ
ら
の
歌
は

「
い
と
ゆ
う
に
あ
れ

ど
、
理
り
深
く
ぞ
き
こ
ゆ
る
」
と
評
し
て
ゐ
る
。

「春
過
ぎ
て
夏
き

た
る
ら

し
」、
「
田
子
の
浦
ゆ
打
ち
出
で
て
見
れ
ば
」
、
「箱
根
路
を
我
こ
え
来
れ
ば
」
な

ど
の
歌
は
特
に
教
誠
と
は
な
ら
ぬ
が
、
自
然
の
景
を
叙
べ
て
人
の
心
を
和
ら
げ



つ
ゆ
ほ
ど
も
理
り
に
違
ふ
事
が
な
く
て
、

「詩
経
」
の
葛
車
の
篇
に
も
異
な
ら

な
い
や
う
思
は
れ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。
ま
た
万
葉
の
、

苦
し
く
も
ふ
り
末
る
雨
か
み
わ
が
崎
狭
野
の
わ
た
り
に
家
も
あ
ら
な
く
に

と
い
ふ
歌
は
、

「震
居
の
ふ
か
く
ま
し
ま
す
中
に
も
、
遠
の
里
人
の
哀
を
し
ろ

し
め
さ
る
べ
き
便
と
も
な
る
」
歌
で
あ
る
の
に
対
し
、
定
家
の

「駒
と
め
て
袖

う
ち
は
ら
ふ
」
と
詠
ん
だ
の
は
、
さ
る
苦
し
み
を
知
る
人
に
も
面
白
く
感
ぜ
ら

れ
て
、
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
景
色
を
見
る
こ
と
を
羨
し
と
思
召
し
、
民
を
憐
み

給
ふ
御
心
も
弛
む
で
あ
ら
う
と
論
じ
て
、
却
っ
て
わ
ざ
は
ひ
と
な
る
べ
き
歌
で

あ
る
と
評
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「詩
経
」
の
葛
車
の
詩
は
小
序
に

「后
妃
之
本
也
」
と
あ
り
、
毛
伝
に
は
こ

れ
を

「興
也
」
と
し
て
ゐ
る
が
、
未
子
は

「詩
集
伝
」
巻

一
で
「后
妃
之
本
也
」

と
い
ふ
説
は
肯
定
し
な
が
ら
、
こ
の
詩
を

「賦
也
」
と
い
ひ
、
「賦
者
。
敷
二陳

其
事
・。
而
直
言
レ
之
者
也
」
と
註
し
て
い
る
。　
宗
武
が
葛
車
の
詩
は
理
り
を
言

っ
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
事
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
の
は
、
朱
子

の
解
釈
に
従

っ
た
考
へ
方
で
あ
り
、
そ
れ
に
拠

っ
て
彼
は

「春
過
ぎ
て
」
、
「
田

子
の
浦
ゆ
」
な
ど
の
教
誠
の
意
味
を
持

っ
て
を
ら
な
い
叙
景
歌
を
、
理
り
に
違

は
ぬ
も
の
と
し
て
是
認
し
た
の
で
あ

っ
た
。
和
歌
の
善
悪
を
定
め
る
の
に

「詩

経
」
の
心
に
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
と
い
っ
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
、

「君
が
代
も
」、

「見
れ
ど
あ
か
ぬ
」
な
ど
の
歌
に
理
り
を
認
め
て
、

「駒
と
め
て
」
の
歌
に
わ

ざ
は
ひ
と
な
る
べ
き
所
が
あ
る
と
考
へ
た
の
も
、
要
す
る
に
、
詩
に
教
誠
勧
懲

の
用
が
あ
る
と
す
る
朱
子
の
詩
教
に
基
づ
く
思
想
か
ら
、
和
歌
の
善
悪
を
批
判

し
た
も
の
で
あ
る
と
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
朱
子
は
ま
た

「詩
集
伝
」
の
序
で

詩
を
学
ん
で
知
行
の
工
夫
に
用
ひ
た
場
合
の
効
用
を
、
「修
レ身
及
レ
家
。
平
二均

天
下
一之
道
。
其
亦
不
レ待
二他
求
・。而
得
二之
於
此
一臭
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。

宗
武

は
こ
れ
に
準
じ
て
和
歌
の
効
用
を
考

へ
、
そ
の
立
場
か
ら
古
歌
を
評
し
て
ゐ
る

と
い
ふ
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

朱
子
が
孔
子
の

「鄭
聾
淫
」
と
い
っ
た
鄭
声
は
即
ち
詩
の
鄭
風
で
あ
る
と
し

て
、　
一，濃
記
」
楽
記
に

「鄭
衛
之
音
。
乱
世
之
音
也
」
、
「桑
間
濃
上
之
音
。
亡

國
之
音
也
」
と
い
ふ
鄭
衛
の
音
や
桑
間
漢
上
の
音
を
詩
の
詞
の
上
に
求
め
た
こ

と
は
、
す
で
に
前
稿
に
述
べ
た
所
で
あ
る
（註

一
）。
ま
た
宗
武
が

「歌
論
」
に

お
い
て
、
楽
の
中
で
最
も
直
接
に
人
心
に
感
化
を
与
へ
る
の
は
歌
の
詞
で
あ
る

と
し
て
、
在
満
の
批
評
を
反
駁
し
た
こ
と
も
、
か
つ
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る

（
註
二
）。
詩
な
り
歌
な
り
の
詞
を
重
ん
ず
る
と
い
ふ
点
は
い
や
は
り
両
者
の
間

に
思
想
的
な
関
聯
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
朱
子
は

「詩
集
伝
」

巻

一
で
、
関
唯
の
詩
に
つ
い
て
、

「論
語
」
八
倫
に
あ
る

「関
唯
楽
而
不
レ淫
。

哀
而
不
レ傷
」
と
い
う
孔
子
の
言
葉
を
挙
げ
て
、

「愚
謂
此
言
下篤
二此
詩
一者
。

得
中其
性
情
正
。
馨
気
之
和
二也
」
と
言
ひ
、

獨
其
馨
気
之
和
。
有
ヽ
不
レ
可
二得
而
聞
一者
。

雖
レ
若
レ可
レ
恨
。

然
學
者
如

即
二其
詞
。́
而
玩
二其
理
・。
以
養
レ
心
焉
。
則
亦
可
〓以
得
二學
レ詩
之
本
一突
。

と
述
べ
て
ゐ
る
。
宗
武
が

「歌
は
あ
ら
は
に
理
り
を
述
ぶ
る
な
れ
ば
」
（歌
論
）

と
言

っ
て
、
聖
人
な
ら
ぬ
人
の
作

っ
た
歌
も
、
聖
人
の
詞
に
基
づ
い
て
作
っ
た

の
は
、
そ
の
理
り
が
聖
人
の
詞
に
違
ふ
筈
は
な
い
の
に
対
し
、
楽
由
の
場
合

は
、
た
と
ひ
聖
人
の
作
を
基
に
し
て
も
、
常
人
の
作
は
聖
人
の
作
と
一
致
す
る

か
否
か
は
決
し
難
い
と
論
じ
て
、
あ
く
ま
で
も
歌
の
詞
の
理
り
を
重
要
視
し
て

ゐ
る
の
は
、
朱
子
の
思
想
の
影
響
を
受
け
た
所
が
あ
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

「余
言
」
の
歌
を
ま
な
ぶ
の
論
に
は
、

「論
語
」

子
張
篇
に
あ
る

「雖
二小

道
↓
必
有
二可
レ
観
者
一焉
。
致
レ遠
恐
レ
泥
。
是
以
君
子
不
レ篤
也
」
と
い
ふ
子
夏

の
言
葉
に
よ
っ
て
、
歌
学
の
価
値
を
論
じ
た
文
が
あ
る
。

こ
れ
は
医
道
な
ど
に
も
理
り
は
こ
も
り
た
れ
ど
も
、
そ
の
事
を
切
に
す
れ



ば
、
流
れ
て
大
道
に
疎
か
な
る
べ
き
を
誠
め
た
ま
ふ
御
言
な
る
べ
し
。
ま

し
て
今
の
歌
学
な
ど
い
ふ
も
の
、
く
す
し
の
道
究
め
た
ら
ん
は
ど
も
益
あ

る
べ
か
ら
ず
。
そ
れ
を
ひ
た
ぶ
る
に
求
め
ん
は
、
か
の
聖
の
教
へ
に
戻
る

べ
き
に
や
。

と
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
宗
武
は
歌
は
性
情
を
和
ら
げ
風
紀
を
助
け
る
も
の

と
し
て
尊
重
し
た
が
、
歌
学
は
小
道
の
類
で
あ
る
と
見
な
し
、

「論
語
」
の
言

葉
に
基
づ
い
て
、
歌
学
を

一
途
に
学
ば
う
と
す
る
の
は
、
聖
人
の
教
へ
に
背
く

も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
儒
教
の
思

想
に
立
っ
て
、
歌
学
の
医
学
に
及
ば
な
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
然
し

宗
武
が
歌
学
を
医
学
に
比
し
た
所
に
は
、
朱
子
か
ら
の
影
響
を
考
へ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

「論
語
集
註
」
で
は
、
右
の
子
夏
の
言
葉
に
見
え
る
小

道
の
意
味
を
、

「如
二農
圃
讐
卜
之
属
こ

と
註
し
て
ゐ
る
。
仁
斎
は

「論
語
古

義
」
で

「如
二諸
子
百
家
之
局

是̈
也
」
と
註
し
て
ゐ
て
、
こ
の
解
釈
は
何
晏
や

皇
侃
の
説
に
従

っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
■
徳
は

「論
語
徴
」
で
、
朱
子
つ
税

を
認
め
ま
た
仁
斉
の
説
を
も
否
定
せ
ず
、

「雖
二佛
老
一。
必
有
二可
レ観
者
一焉

と
記
し
て
ゐ
る
。
宗
武
が
医
道
を
小
道
の
例
に
挙
げ
た
の
は
、
朱
子
の
註
に
拠

っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
宗
武
の
歌
論
に
お
け
る
朱
子
学
の
影
響
は

こ
の
や
う
な
問
題
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

註

一
、
拙
稿

「在
満
の
歌
論
に
於
け
る
堀
川
学
の
影
響
」
釜
“
文

・
十
三
輯

註
二
、
拙
稿

「
田
安
宗
武
氏
の
歌
論
に
つ
い
て
」
（樟
蔭
文
学

ｏ
第
六
号
）。

―
―
大
阪
大
学
教
授
―
―




