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真

淵

の
歌

学

に

関

す

る

覚

え

書

一
　

稲
彦
本

『
古
今
集
左
注
論
』

に
つ
い
て

『古
今
集
左
注
論
』
は
久
し
い
間
荷
田
在
満
の
著
作
の
一
つ
に
数
へ
ら
れ
て

ゐ
た
が
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
、
在
満
の
著
作
で
は
な
く
、
真
淵
の
著
作
で
あ

ら
う
と
い
ふ
意
見
が
現
は
れ
て
来
た
。
わ
た
く
し
は
そ
の
膜
尾
に
附
し
て
、
そ

れ
が
真
淵
の
著
作
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
決
定
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本

誌
第

一
輯
に
お
い
て
論
考
を
試
み
る
所
が
あ

っ
た
。

（そ
の
小
論
は
少
し
補
訂

を
加
へ
、
拙
著

『
和
歌
史
に
関
す
る
研
究
』
に
収
録
し
た
。）

そ
こ
で
か
な
り

詳
し
く
論
証
し
た
や
う
に
、

『
左
注
論
」
が
真
淵
の
著
書
で
あ
る
こ
と
は
、
も

は
や
疑
ふ
余
地
の
な
い
事
実
で
あ
る
と
考
へ
る
。
と
こ
ろ
が
上
記
の
小
論
を
発

表
し
て
か
ら
後
、
そ
の
事
実
を
裏
書
き
す
る
や
う
な

『
左
注
論
』
の
写
本
を
手

に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
書
物
に
つ
い
て
述
べ
、
傍
ら
前

稿
の
一
つ
の
駄
目
押
し
に
も
し
て
お
か
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

『
古
今
集
左
注
論
』
は
荷
田
全
集
に
翻
刻
せ
ら
れ
る
ま
で
写
本
で
伝
へ
ら
れ

て
来
て
、
賀
茂
真
淵
の
著
と
記
し
た
伝
本
の
あ
る
こ
と
は
、
前
稿
に
述
べ
た
通

り
、
す
で
に
野
村
八
良
博
士
に
よ
っ
て
紹
介
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し

一
方
で

は
著
者
を
荷
田
在
満
と
記
し
た
本
も
伝
は
っ
て
ゐ
る
の
で
、
記
さ
れ
た
著
者
名

の
み
を
も

っ
て
直
ち
に
著
者
を
決
定
し
難
い
こ
と
は
、
こ
れ
も
前
稿
に
述
べ
た

宇

佐

美

童
曇

一
八

通
り
で
あ
る
。
今
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る

『
左
注
論
』
の
写
本
は
、
橋
本

稲
彦
の
自
筆
手
沢
本
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
、
稲
彦
は

『
左
注
論
』
を
真
淵
の

著
書
と
し
て
校
訂
を
加
へ
、
巻
末
に
識
語
を
附
し
て
ゐ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
書

林
の
主
人
と
い
ふ
経
歴
を
持
っ
て
ゐ
た
稲
彦
は
、
こ
の
賀
茂
翁
の
遺
稿
を
板
行

す
る
意
図
の
あ
っ
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
稲
彦
本
２
扉
に
は
罫
の

枠
で
囲
ん
だ
中
に
、

賀
茂
大
人
著

古
今
倭
調
集
左
注
論

源
稲
彦
校
刻

と
書
か
れ
て
を
り
、
こ
の
扉
は
も
と
も
と
表
紙
裏
に
張
っ
た
見
返
し
を
改
装
し

た
も
の
ら
し
く
、
扉
の
裏
折
は
新
し
い
紙
を
張
り
足
し
て
で
き
て
ゐ
る
。
稲
彦

が
賀
茂
大
人
の

『
左
注
論
』
を
校
訂
し
て
、
こ
れ
を
板
に
彫
ら
う
と
計
画
し
た

こ
と
は
、
右
の
扉
に
お
け
る
記
載
に
よ
っ
て
推
測
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
本
文

は
そ
の
ま
ま
板
下
に
使
用
し
て
も
よ
い
ほ
ど
の
端
正
な
文
字
で
清
書
せ
ら
れ
て

ゐ
て
、
内
題
に
は
、

寛
保
二
年
九
月
、　
金
吾
君
に
奉
る
。　
ほ
の
ノ
ヽ
と
明
石
の
浦
と
い
ふ
歌

の
、
作
者
の
論
、
丼
古
今
集
左
注
論
　
　
　
　
　
　
　
　
賀
茂
真
淵

と
あ
る
。
荷
田
全
集
本
や
野
村
博
士
蔵
本
の
や
う
に
、

「古
今
集
左
注
論
」
と



い
ふ
内
題
は
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
さ
う
し
て
巻
末
に
は
本
文
に
続
い
て
次
の
や

う
な
稲
彦
の
識
語
が
つ
い
て
ゐ
る
。
番
号
を
附
し
て
括
弧
で
囲
ん
だ
部
分
は
紙

を
張
り
重
ね
て
訂
正
し
た
文
句
で
あ
る
。

元
本
、
誤
い
と
多
き
を
、
さ
ま
ハ
ヽ
に
考
へ
て
、

か
く

は
も
の
し
つ
れ

ど
、
な
は
い
ぶ
か
し
き
所
な
き
に
し
も
あ
ら

（ね
ど
、
さ
て
お
き
ぬ
、
す

べ
て
加
茂
の
翁
の
、
か
ヽ
れ
た
る
も
の
は
、
か
に
か
く
に
、
さ
と
り
が
た

き
）
所
々
、
お
ほ
か
る
を
、
又

一
わ
た
り
、
よ
み
考
ふ
れ
ば
、
こ
と
も
な

く
、
き
こ
ゆ
る
こ
と
も
、
多
き
ぞ
か
し
な
ど
、
師
の
翁
も
、
つ
ね

（
に
い

は
れ
侍
り
し
、
さ
）
て

（此
書
の
）
中
に
、
万
葉
の
う
た
を
引
れ
た
る
、

パ
斎
ポ
に
、
計
鳥
）
を
つ
け
ず
、
（５今
よ
む
所
は
、
記
つ
け
た
る
所
な
れ
）

ば
、
か
の
翁
の
意
に
は
、
た
が
ふ
所
も
あ
ら
ん
を
、
み
む
人
な
あ
や
し
み

そ
、
つ
い
で
＾
に
い
ふ
、
此
書
の
言
葉
ど
も
）
に
、
て
に
を
は
の
と
ヽ
の

ひ
な
ど
、
い
か
に
ぞ
や
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
も
多
か
れ
ど
、
さ
る
事
は
、
こ
の

翁
の
書
に
は
、　
バす
べ
て
、
な
き
に
も
あ
ら
ね
ば
、
ま
さ
し
く
写
評
ば
あ

ら
ぬ
は
、
あ
ら
た
む
る
こ
と
な
し
、
稲
彦
い
ふ
、
）

こ
の
文
は
本
文
と
同
様
の
筆
跡
で
書
か
れ
て
ゐ
る
。
紙
を
張
っ
て
訂
正
を
施

す
と
い
ふ
や
う
な
推
敲
の
跡
か
ら
考
へ
て
、
識
語
は
当
然
稲
彦
の
自
筆
で
あ
る

こ
と
が
推
定
せ
ら
れ
、
従

っ
て
識
語
と
同
筆
跡
の
本
文
も
稲
彦
の
自
筆
で
あ
ら

う
と
思
は
れ
る
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
稲
彦
が

『
古
今
集
左
注
論
』
の
校
刊
を
企

画
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
右
の
識
語
も
そ
の
目
的
に
応
じ
て
書
か
れ
た
も
の

に
相
違
な
い
。

稲
彦
が
張
紙
を
し
て
訂
正
を
加
へ
た
箇
所
の
初
案
の
文
は
、
紙
を
透
か
し
て

辛
う
じ
て
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

１

（ね
ど
、
さ
て
お
き
ぬ
、
…
…
…
さ
と
り
が
た
き
）
＝
ず
、
さ
る
善
本

を
得
て
、
ま
た
ノ
ヽ
も
校
合
し
て
む
、
か
く
い
ふ
は
文
化
三
年
の
霜
月

の
な
か
ば
、

２

（
に
い
は
れ
侍
り
し
、
さ
）
＝
に
う
め
か
れ
侍
り
し
、
さ

３

（此
書
の
）
＝
右
の
中

４

（元
本
に
、
訓
点
）
＝
元
本
に
点
を

５

（今
よ
む
所
は
…
…
…
所
な
れ
）
＝
さ
れ
ど
今
は
私
に
よ
み
を
つ
け
、

６

（
に
い
ふ
、
此
書
の
言
葉
ど
も
）
＝
つ
い
で
に
い
ふ
、
此
書
の
言
葉
づ

か
ひ
ど
も

７

（す
べ
て
、
な
き
に
も
あ
ら
ね
ば
…
…
…
稲
彦
い
ふ
）
＝
す
べ
て
な
き

に
も
あ
ら
ね
ば
、
正
し
く
男
ァ謀
ン
に
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
は
、
あ
ら

た
む
る
こ
と
な
し
、

こ
れ
を
見
る
と
識
語
は
初
案
の
文
で
は
１
の
箇
所
で
終
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
訂
正
し
て
書
き
加
へ
て
成

っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
部
分
は

文
を
書
き
な
が
ら
訂
正
を
施
し
、
清
書
本
の
体
裁
を
整
へ
る
た
め
に
、
紙
を
張

り
重
ね
て
書
き
改
め
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く

と
し
て
、
訂
正
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
１
の
箇
所
の
初
案
の
文
で
あ
る
。
即

ち
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
執
筆
の
年
代
が

「文
化
三
年
の
霜
月
の
な
か
ば
」
と
あ
っ

て
、
稲
彦
が

『
左
注
論
』
の
清
書
を
終
り
、
識
語
を
書
い
た
の
は
文
化
三
年
の

十

一
月
の
半
ば
で
あ
っ
た
と
い
ふ
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
稲
彦
は
そ
れ

か
ら
約
三
年
後
の
文
化
六
年
の
六
月
に
二
十
九
歳
で
没
し
た
。

稲
彦
は
本
文
に
朱
で
校
合
を
加
へ
て
ゐ
る
。
そ
の
箇
所
は
多
く
は
な
い
が
、

本
文
の
書
写
の
誤
り
は
や
は
り
紙
を
張
っ
て
訂
正
し
て
ゐ
る
か
ら
、
朱
書
は
そ

れ
と
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
考
へ
る
。
他
に
そ
れ
ら
と
は
別
に
、
頭
書
と
し
て

稲
彦
の
意
見
を
書
き
入
れ
た
所
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
真
淵
の
間
違
ひ
を
正

し
た
も
の
も
見
ら
れ
る
。
例
へ
ば

『
左
注
論
』
の
其
の
三
十
四
に
は

「拾
遺
集

に
、
貫
之
の
う
た
」
と
し
て
、

「
お
ぼ
つ
か
な
い
ま
と
し
な
れ
ば
お
ほ
あ
ら
き



の
も
り
の
下
草
人
も
あ
り
け
り
」
と
い
ふ
歌
が
引
か
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
所
に

よ
、

稲
彦
按
に
、
此
軒
、
拾
遺
に
み
え
ず
、
お
ほ
あ
ら
き
の
、
も
り
の
下
草
、

し
げ
り
あ
ひ
て
、
ふ
か
く
も
夏
の
、
な
り
に
け
る
か
な
、
此
う
た
を
、
お

ぼ
え
た
が
へ
ら
れ
し
に
や
、
是
は
拾
遺
集
、
夏
部
に
有
り
、
た
だ
み
ね
の

う
た
な
り
。
お
ぼ
つ
か
な
の
研
は
、
貫
之
集
に
み
え
た
り
、
撰
集
の
出
所

未
考
ず
、

と
頭
書
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
左
注
論
』
の
中
に
は
何
首
か
の
万
葉
集
の
歌
が
原
文
の
ま
ま
に
引
か
れ
て

ゐ
て
、
稲
彦
が
そ
れ
に
訓
読
を
附
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
前
引
の
識
語
に
述
べ
て

ゐ
る
通
り
で
あ
る
。

「今
よ
む
所
は
、
予
つ
け
た
る
所
な
れ
ば
」
と
い
っ
て
を

り
、
稲
彦
は
あ
る
特
定
の
学
者
や
書
物
の
訓
点
を
そ
の
ま
ま
用
ひ
た
の
で
は
な

く
、
先
人
の
訓
点
に
基
づ
い
て
私
案
を
立
て
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
例
へ
ば

万
葉
の
巻
十

一
に
あ
る

桜
麻
乃
　
苧
原
之
下
草
　
露
有
者
　
令
明
而
射
去
　
母
者
雖
知

（
二
六
八

七
）

に
、
稲
彦
は

「さ
く
ら
あ
さ
の
　
を
ふ
の
し
た
く
さ
　
つ
ゆ
し
あ
ら
ば
　
あ
か

し
て
い
ゆ
け
　
は
は
は
じ
る
と
も
」
と
訓
を
附
し
て
ゐ
る
。
寛
永
板
本
で
は
第

三
句
を

「
つ
ゆ
し
あ
れ
ば
」
と
訓
ん
で
を
り
、
寛
永
本
の
ご
と
く
訓
む
の
が
現

代
で
も
定
訓
と
な
っ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
類
衆
古
集

。
嘉
暦
伝
承
本

。
細
井

本
お
よ
び
袖
中
抄
第
十

一
や
和
歌
童
蒙
抄
第
七
の
所
引
の
歌
な
ど
で
は
、
第
四

句
以
下
の
訓
に
相
違
は
あ
る
が
、
第
二
句
が

「
つ
ゆ
し
あ
ら
ば
」
に
な
っ
て
ゐ

る
。
然
し
稲
彦
が
そ
れ
ら
を
参
照
し
た
か
否
か
は
疑
間
で
あ
る
。
稲
彦
の
師
で

あ

っ
た
本
居
宣
長
は

『
古
事
記
伝
』
巻
三
十
九
の
允
恭
記
の
歌
の
注
に
右
の
万

葉
の
歌
を
引
き
、
第

一
旬
に
は

「さ
く
ら
を
の
」
、　
第
三
旬
に
は

「
つ
ゆ
し
あ

れ
ば
」
と
訓
を
附
し
て
ゐ
る
。
古
事
記
下
巻
の
伝
は
文
化
三
年
に
は
成
立
し
て

ゐ
た
に
し
て
も
、
刊
行
せ
ら
れ
た
の
は
そ
れ
よ
り
も
後
で
、
稲
彦
が
右
の
宣
長

の
訓
を
見
て
ゐ
た
と
は
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
歌
の
み
で
は
な
く

『
左
注
論
』
の
中
の
万
葉
歌
に
稲
彦
の
附
し
た
訓
に
は
、
総
体
的
に
い
っ
て
、

特
に
宣
長
説
の
影
響
と
い
ふ
べ
き
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

な
ほ
真
淵
は

『
万
葉
考
』
巻
四
で
右
の
歌
の
第

一
句
を
「さ
く
ら
を
の
」、
第
三

句
を

「
つ
ゆ
し
あ
れ
ば
」
と
訓
ん
で
ゐ
る
。
真
淵
の
引
用
し
た
歌
に
訓
を
つ
け

た
こ
と
に
つ
い
て
、

「
か
の
翁
の
意
に
は
、
た
が
ふ
所
も
あ
ら
む
を
、
み
む
人

な
あ
や
し
み
そ
」
と
い
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
稲
彦
は
真
淵
の
訓
の
こ
と
は
必
ず

し
も
顧
慮
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
文
化
三
年
に
は
、

『
万
葉
考
』

も
未
だ
巻

一
。
二
・
別
記
の
三
巻
だ
け
し
か
刊
行
せ
ら
れ
て
は
を
ら
ず
、
真
淵

の
訓
を
全
面
に
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
？
た
に
相
違
な
い
。
要
す
る
に
稲
彦
は

著
者
の
真
淵
や
師
の
宣
長
の
訓
に
は
拘
泥
し
な
い
立
場
に
お
い
て
、
私
見
を
も

っ
て
訓
を
つ
け
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

以
上
の
や
う
に
鈴
門
の
俊
英
は

『
古
今
集
左
注
論
』
に
校
注
を
加
へ
、
こ
れ

を
刊
行
し
て
、
真
淵
の
業
績
の
一
斑
を
世
に
弘
め
よ
う
と
企
図
し
た
の
で
あ

っ

た
。
稲
彦
は

『
古
今
集
左
注
論
』
が
真
淵
の
著
作
で
あ
る
こ
と
を
自
明
の
こ
と

と
し
て
、
学
者
的
な
見
地
か
ら
、
い
さ
さ
か
こ
れ
に
整
備
を
加
へ
た
の
で
あ
る
。

在
満
の
著
作
と
し
て
も
伝
は
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
実
に
は
、
ま
っ
た
く
気
づ
い

て
ゐ
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
上
野
図
書
館
蔵
の

『
左
注
論
』
の
写
本
は
、
荷

田
全
集
に
翻
印
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
著
者
が
荷
田
在
満
と
な
っ
て
ゐ
て
、
奥
書

に

「文
化
十
三
年
葉
月
十
五
日
写
」、

「癸
亥
春
得
是
書

尋
以

一
本
校
焉
」
と

あ
り
、
速
水
行
道
と
い
ふ
名
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
稲
彦
本
よ
り
は
後
の
書
写
で

あ
る
。
賀
茂
真
淵
の
著
と
あ
る
野
村
八
良
博
士
蔵
本
は
、
天
明
四
年
羽
根
真
清

の
写
し
た
も
の
を
、
寛
政
十
二
年
宇
宙
亭
保
光
の
写
し
た
本
で
、
こ
れ
は
稲
彦



本
よ
り
少
し
前
の
書
写
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

『
古
今
集
左
注
論
』
を
在
満
の

作
と
す
る
説
が
い
つ
の
頃
か
ら
生
じ
て
来
て
ゐ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

稲
彦
は
こ
れ
は
真
淵
の
著
作
と
し
て
塁
も
疑
っ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
も

稲
彦
本
が
刊
行
せ
ら
れ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、

『
近
代
名
家
著
述
目
録
』
以
下
の
諸

書
に
お
い
て
、

『
左
注
論
』
を
在
満
の
著
作
と
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
荷
田

全
集
に

『
左
注
論
』
が
収
録
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
考

ヘ

′一
。

二
　
真
淵

の
歌
論
と
堀
川
学

真
淵
の
古
学
が
組
練
の
古
学
に
倣

っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
は
、

夙
に
野
村
公
台
が

『読
加
茂
真
淵
国
意
考
』
の
中
で
言

及

し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
近
代
の
学
者
は
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
比
較
討
究
を
試
み
、
今

日
に
お
い
て
は
真
淵
の
学
問
に
古
文
辞
学
の
影
響
の
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
否

定
で
き
な
い
事
実
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
真
淵
は
晩
年
に
古
道
思
想
の
円
熟
す

る
に
至
っ
て
、
儒
者
の
思
想
を
極
力
斥
け
、
狙
篠
や
春
台
を
罵
っ
て
憚
ら
な
か

っ
た
が
、
若
い
時
代
に
は
、
狙
徐
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
春
台
の
間
人
渡
辺
蒙
庵

に
師
事
し
て
、
古
文
辞
学
の
洗
礼
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
江
戸
に
出
て
か
ら

は
服
部
南
郭
と
親
し
い
交
り
を
続
け
、
儒
学
を
排
斥
し
て
も
南
郭
の
学
問
に
対

し
て
好
意
を
抱
い
て
ゐ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
真
淵
の
著
書
の
中
の
記
述
に
よ
っ

て
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
真
淵
の
学
問
が
役
徐
学
派
の
古
文
辞
学

か
ら
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
彼
の
歌
学
を
考
察
す
る
に
際
し

て
も
、
古
文
辞
学
と
の
関
係
は
も
ち
ろ
ん
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
問
題
と
な
る

で
あ
ら
う
。
然
し
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
今
こ
こ
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の

は
、
真
淵
の
歌
論
と
仁
斎
の
古
義
学
と
の
交
渉
の
問
題
で
あ
っ
て
、
さ
う
い
ヘ

ば
や
や
奇
異
に
感
ず
る
人
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
真
淵
の
歌
論
を
読
む
と

そ
の
中
に
は
堀
川
学
派
の
著
書
と
の
関
連
を
思
は
せ
る
論
述
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

真
淵
が
最
初
に
書
い
た
ま
と
ま
っ
た
歌
論
と
し
て
今
日
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の

は
、
寛
保
二
年
十

一
月
、
日
安
宗
武
に
求
め
ら
れ
て
草
し
た

『
国
歌
八
論
余
言

拾
遺
』
で
あ
る
。
そ
の

「歌
を
も
て
あ
そ
ぶ
論
」
の
中
に
は
、
次
の
や
う
に
論

じ
た

一
節
が
あ
る
。

叉
上

一
人
よ
り
は
じ
め
て
い
と
や
ん
ご
と
な
き
あ
た
り
は
、
世
の
中
の
あ

り
さ
ま
も
国
々
の
さ
ま
も
、
つ
ね
に
し
も
見
聞
給
ふ
こ
と
な
く
、
ま
し
て

人
の
情
を
よ
く
し
ろ
し
め
す
こ
と
な
し
。
詩
は
人
情
を
の
ぶ
る
と
荘
周
と

い
ふ
人
や
い
ひ
侍
り
つ
ら
む
。
げ
に
も
そ
の
心
の
お
も
ふ
所
を

一
す
ぢ
に

の
ぶ
る
も
の
は
詩
歌
な
り
け
り
。
や
ん
ご
と
な
き
わ
た
り
、
こ
れ
に
よ
り

て
ぞ
世
の
中
の
事
を
も
人
の
心
を
も
し
ろ
し
め
す
べ
く
は
、
い
と
め
で
た

き
わ
ざ
な
り
。

詩
は
人
情
を
表
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
為
政
者
は
民
間
の
詩
を
見
れ
ば

下
情
に
通
じ
、
政
治
の
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
ふ
の
は
、
古
来
儒
家

の
説
い
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
真
淵
の
こ
の
儒
学
的
見
解
は
彼
が
若
く
し
て
身
に

つ
け
た
役
篠
学
の
教
養
か
ら
出
た
も
の
に
違
ひ
な
い
。
組
篠
は

『
答
間
書
』
中

巻
で
詩
に
つ
い
て
、　
響
口葉
を
巧
み
に
し
て
人
情
を
よ
く
の
べ
候
故
、
其
力
に

て
自
然
と
心
こ
な
れ
、
道
理
も
ね
れ
、
又
道
理
の
上
ば
か
り
に
て
は
見
え
が
た

き
世
の
風
儀
国
の
風
儀
も
心
に
移
り
、
わ
が
心
を
の
づ
か
ら
に
人
情
に
行
わ
た

り
、
高
き
位
よ
り
賤
き
人
の
事
を
も
し
り
、
…
…
」
と
効

用
を
述
べ
、

『弁

道
』
に
も
同
様
の
説
を
立
て
て
ゐ
る
。
真
淵
の
思
想
は
こ
の
系
統
を
引
い
た
も

の
で
あ
ら
う
が
、
も

っ
と
具
体
的
に
は
、
彼
が
直
接
に
学
ん
だ
渡
辺
蒙
庵
を
通

じ
て
、
春
台
の
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
春
台

は
そ
の
著

『朱
氏
詩
一骨
盲
』
の
巻
頭
文
で
、



叉
況
人
主
在
二
九
重
之
内
¨
而
欲
レ知
二間
巷
人
情
「
難
之
難
臭
。　
今
夫
詩

者
。
人
情
之
形
二手
言
一者
也
。
三
百
篇
其
尽
レ
之
実
。

天
下
人
情
。
手
何

不
レ有
。
君
子
誦
レ詩
。
不
レ
出
二戸
庭
「可
三以
知
二天
下
人
情
”

と
述
べ
て
を
り
、
右
の
真
淵
の
文
は
、
こ
れ
と
趣
を
同
じ
う
す
る
。

（春
台
は

『
六
経
略
説
』
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
）。
　

『朱
氏
詩
伝
膏

育
』
は
後
序
に

「享
保
十
五
年
八
月
辛
丑
」
と
見
え
、
諸
門
弟
ら
の
蔵
す
る
所

で
あ
っ
た
が
、
延
享
三
年
に
な
っ
て
蒙
庵
が
こ
れ
に
序
を
附
し
て
刊
行
し
た
。

真
淵
は
在
郷
時
代
に
蒙
庵
に
よ
っ
て
右
の
春
台
の
説
に
接
す
る
機
会
を
得
た
の

で
は
な
い
か
と
想
像
せ
ら
れ
、
ま
た
春
台
の
思
想
を
承
け
た
蒙
庵
か
ら
も
感
化

を
被

っ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
蒙
庵
も
ま
た
『朱
氏
詩
伝
膏
育
』
の
序
文
で
、

「詩
也
者
。
人
情
之
形
二於
言
一者
也
」
と
い
っ
て
、
そ
の
師
春
台
の
思
想
を
全

面
的
に
尊
ん
で
ゐ
る
。

か
う
し
て
、
詩
は
人
情
を
述
べ
た
も
の
と
い
ふ
真
淵
の
思
想
が
、
彼
の
役
徳

学
系
統
の
漢
学
の
教
養
に
因
る
こ
と
は

一
応
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で

問
題
と
な
る
の
は
、
前
引
の
『余
言
拾
遺
』
の
中
に
、

詩
は
人
情
を
の
ぶ
る
と
荘
周
と
い
ふ
人
や
い
ひ
侍
り
つ
ら
む
。

と
あ
る
言
葉
で
あ
る
。

（岩
崎
文
庫
本
で
は

「人
情
」
の
字
が

「人
性
」
と
な

っ
て
ゐ
る
が
、
前
後
か
ら
見
て
、
や
は
り
他
本
の
や
う
に

「人
情
」
と
あ
る
ベ

き
で
あ
ら
う
）。
春
台
は
右
の
『朱
氏
詩
伝
膏
育
』
の
巻
頭
文
の
中
で
、
　

「古
人

立
讐
「引
レ詩
。
伝
記
所
レ載
可
レ
見
実
」
と
述
べ
、
詩
に
関
す
る
諸
家
の
説
を
あ

げ
て
ゐ
る
が
、
荘
子
の
言
に
つ
い
て
は
、

荘
子
曰
。
詩
以
道
塁
い。

と
記
し
て
ゐ
る
。　
貧
六
経
略
説
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
）。

『
荘
子
』
に
は

天
運
篇
に
六
経
の
名
を
あ
げ
、
天
下
篇
に
、

詩
以
道
塁
心。
書
以
道
レ事
。
礼
以
道
レ行
。
楽
以
道
レ
和
。
易
以
道
二陰
陽
ｏ一

春
秋
以
道
二
名
分
¨

と
述
べ
て
、
六
経
の
性
質
を
説
明
し
た
中
に
詩
の
説
が
見
え
る
。

（も
と
よ
り

「詩
」
と
い
ふ
の
は

『詩
経
』
に
つ
い
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
）。　
そ
れ
以
外

に
詩
に
関
し
て
述
べ
た
所
は
見
出
さ
れ
な
い
や
う
で
あ
る
。　
鈴
木
博
士
の
『支

那
詩
論
史
』
公
一九
頁
）
に
も
荘
子
の
詩
説
と
し
て
こ
の
天
下
篇
を
引
き
、
「詩

は
以
て
志
を
道
ふ
」
と
あ
る
他
の
詳
細
は
知
り
難
い
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
真
淵

の
い
ふ

「詩
は
人
情
を
の
ぶ
る
」
と
い
ふ
言
葉
は
そ
の
ま
ま

『荘
子
』
の
中
に

は
求
め
ら
れ
ず
、
真
淵
は
天
下
篇
の

「志
」
の
語
を

「人
情
」
と
い
ふ
語
で
表

は
し
た
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

『
荘
子
』
の
板
本

（注
釈
書
を
含
む
）
数

本
に
つ
い
て
調
査
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
天
下
篇
の
本
文
が

「詩
以
道
人
情
」
と

な
っ
て
ゐ
る
本
は
見
当
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

真
淵
の
漢
学
の
師
渡
辺
蒙
庵
は
老
荘
の
研
究
家
で
も
あ

っ
た
。
後
年
の
真
淵

の
老
荘
思
想
に
対
す
る
同
情
的
態
度
が
蒙
庵
の
影
響
で
あ
る
か
否
か
は
別
問
題

と
し
て
、
真
淵
は
若
い
日
に
蒙
庵
か
ら

『
荘
子
』
に
つ
い
て
学
ぶ
所
が
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
。
六
経
を
重
ん
じ
た
往
篠
学
の
流
れ
を
汲
む
者
と
し
て
、

『
余

言
拾
遺
』
を
書
く
時
に
も
、
真
淵
は
天
下
篇
の
記
事
を
恐
ら
く
知

っ
て
ゐ
た
で

あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
然
し

「詩
は
人
情
を
の
ぶ
る
」
と
い
ふ
の
は
、
直
接
に

天
下
篇
の
本
文
を
参
照
し
て
書
い
た
の
で
は
な
く
、

『
荘
子
』
以
外
の
書
に
荘

子
の
言
と
し
て
見
え
る
所
に
拠

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
推
測
も
で
き
る
の

で
あ
る
。

さ
て
そ
こ
で
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
伊
藤
東
涯
の

『古
今
学
変
』
の
中
の
記
述

で
あ
る
。
同
書
上
巻
の
詩
を
論
じ
た
条
の
中
に
は
、
詩
に
懲
創
の
説
は
な
い
と

説
い
た
後
、

然
則
詩
以
道
二人
情
「
其
言
雖
レ
出
二
荘
子
「
而
此

一
語
亦
足
レ括
・書
一百
篇

之
大
旨
¨



と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
場
合
の
荘
子
は
人
名
で
は
な
く
書
名
で
あ
ら
う
。

こ
れ
に
従
へ
ば

「詩
以
道
二人
情
こ

と
い
ふ
言
葉
が

『荘
子
』
に
見
え
て
ゐ
る

こ
と
に
な
る
が
、
前
記
の
通
り
、

『荘
子

』
に
は
天
下
篇
に

「詩
以
道
志
」
と

あ
る
の
が

一
般
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
て
、

「詩
以
道
人
情
」
と
い
ふ
言
葉
は
見
出

し
難
い
。
そ
れ
に
し
て
も
東
涯
は

「詩
以
道
人
情
」
を
や
は
り

『
荘
子
』
の
天

下
篇
に
あ
る
言
葉
と
し
て
挙
げ
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
同
じ

く
東
涯
の
著
述
で
あ
る

異
訊
詩
要
領
』
の
中
の
次
の
記
事
に
よ
っ
て
推
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

荘
子
に
五
経
の
事
を
説
て
、
詩
以
道
二人
情
一と
あ
り
。
…
…
…
荘
子
は
異

端
の
事
な
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
ば
よ
く
詩
の
道
を

こ
と
わ
り
た
る
ゆ
ヘ

に
、
先
儒
以
来
常
に
引
用
せ
ら
る
。
詩
の
こ
と
ば
は
さ
ま
ざ
ま
な
れ
ど
も

道
二
人
情
一
と
ぃ
ふ
の
一
句
に
て
つ
つ
ま
る
こ
と
な
り
。

す
で
に
記
し
た
や
う
に
、
『荘
子
』
に
は
天
下
篇
の
大
経
の
性
質
を
述
べ
た
所

に

「詩
以
道
志
」
と
見
え
て
ゐ
る
。
東
涯
が
五
経
と
記
し
て
ゐ
る
の
は
、
詩

・

書

・
礼

・
楽

。
易

・
春
秋
の
六
の
う
ち
、
秦
火
に
減
ん
だ
と
い
ふ

「楽
」
を
省

い
て
後
世
五
経
と
称
し
て
ゐ
る
の
に
従

っ
た
も
の
と
思
は
れ
、
東
涯
の

「詩
以

道
人
情
」
は
、
天
下
篇
の
言
葉
を
指
し
た
も
の
と
解
し
て
差
支
へ
が
な
い
と
考

へ
る
。

『
荘
子
』
に
は
天
下
篇
に

「詩
以
道
人
情
」
と
あ
る
本
が
伝
は
っ
て
ゐ

る
の
で
あ
ら
う
か
。

（中
国
哲
学
専
門
の
学
者
に
も
尋
ね
て
み
た
が
、
恐
ら
く

そ
ん
な
本
は
な
い
で
あ
ら
う
と
の
こ
と
で
あ
る
）。

『古
今
学
変
』
は
享
保
七
年
の
著
で
、
門
人
の
間
に
写
し
伝
へ
ら
れ
て
、　
寛

延
三
年
に
刊
行
せ
ら
れ
、　
里
副
詩
要
領
』
は
板
本
と
し
て
刊
行
せ
ら
れ
ず
、
写

本
で
伝
は
っ
た
。
時
代
的
に
見
れ
ば
、
真
淵
が
こ
れ
ら
の
書
に
接
す
る
機
会
は

あ
ま
り
あ
り
得
た
は
ず
で
、
真
淵
の

「詩
は
人
情
を
の
ぶ
る
と
荘
周
と
い
ふ
人

や
い
ひ
侍
り
つ
ら
む
」
は
、
東
涯
の
著
の
記
述
に
拠
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

ふ
推
測
も

一
応
は
成
立
つ
で
あ
ら
う
。
真
淵
が
京
都
に
遊
学
し
た
の
は
堀
川
学

の
隆
盛
時
代
で
あ
っ
た
。
ま
た
江
戸
に
出
て
か
ら
は
荷
田
在
満
と
特
に
親
し
く

交

っ
た
が
、
在
満
が
堀
川
学
を
修
め
た
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
か
っ
て
本
誌

第
十
三
輯
で
論
述
し
た
所
で
あ
る
。

も
と
よ
り
真
淵
が
東
涯
の
著
書
に
よ
っ
て
荘
子
の
言
を
引
い
た
と
見
る
の
は

あ
く
ま
で
一
つ
の
推
測
で
あ
っ
て
、真
淵
の
言
葉
と
東
涯
の
言
葉
と
に
、
は
た
し

て
関
係
が
あ
る
か
否
か
は
現
在
の
所
決
定
す
る
こ
と
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

東
涯
は
、
『荘
子
』
は
異
端
の
書
で
あ
る
が
、
「詩
以
道
人
情
」
の
言
は
よ
く
詩

の
道
の
義
理
を
述
べ
て
ゐ
る
の
で
、

「先
儒
以
来
常
に
引
用
せ
ら
る
」
と
い
っ

て
ゐ
る
。
従
っ
て
真
淵
は
東
涯
の
著
書
で
は
な
く
、
先
儒
の
書
に
よ
っ
て
荘
子

の
言
を
引
い
た
も

の
と
も
考

へ
得
る
余
地
は
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
先
儒
が

『
荘
子
』
に

「詩
以
道
人
情
」
の
言
が
あ
る
と
い
っ
て
常
に
引
用
し
て
ゐ
る
事

実
を
わ
た
く
し
は
い
ま
だ
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の

先
儒
の
用
例
と
、
天
下
篇
に

「詩
以
道
人
情
」
と
あ
る
本
の
存
在
と
に
つ
い
て

は
、
広
く
大
方
の
御
教
示
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

○

『
余
言
拾
遺
』
の
中
の
言
葉
が
東
涯
の
著
述
に
拠
っ
た
か
否
か
は
確
認
し
難

い
所
で
あ
る
。
真
淵
の
晩
年
の
和
歌
に
関
す
る
論
述
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
仁

斎
の
説
に
従
っ
た
と
見
な
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
の
問
題
に
関
し
て
は
か
つ

て

「国
文
学
」
第
十
九
号

（関
西
大
学
国
文
学
会
）
に
書
い
た
論
考
の
中
で
も

触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
今
そ
れ
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
述
べ
て
お
く
こ
と
に

し
た
い
。

「明
和
二
年
の
春
加
茂
真
淵
六
十
九
の
齢
に
て
考
侍
る
」
と
い
ふ
奥
書
の
あ

る

『古
今
集
序
別
考
』
を
見
る
と
、
仮
名
序
の
本
文
の

「そ
の
は
じ
め
を
お
も



へ
ば
、
云
々
」
の
あ
た
り
に
つ
け
ら
れ
た
頭
注
の
中
に
、
次
の
や
う
な
記
述
が

あ
る
。古

へ
の
歌
は
を
さ
な
き
心
を
よ
む
を
専
ら
と
せ
り
。
人
ま
ろ
の
歌
を
挙
て

い
ふ
が
ご
と
く
、
死
し
た
る
人
に
猶
も
あ
ふ
や
と
お
も
ひ
、
な
び
か
ぬ
山

を
も
な
び
け
と
い
ひ
、
深
き
池
を
も
あ
せ
よ
と
い
ふ
如
く
、
思
ひ
に
せ
ま

る
時
ふ
と
お
も
ふ
こ
と
其
ま
ま
よ
む
ぞ
古
へ
人
の
習
に
て
、
則
を
さ
な
児

の
ひ
と
へ
心
の
如
く
い
ふ
に
、
却
て
あ
は
れ
は
あ
る
也
。

（中
略
）
か
ら

丹
も
古
へ
は
さ
こ
そ
あ
り
け
め
。
思
無
レ邪
て
ふ
は
直
也
と
解
て
、
其
事

は
よ
く
ま
れ
あ
し
く
ま
れ
、
思
ふ
事
を
直
に
い
ひ
つ
る
を
た
ふ
と
み
た
る

也
。

感
迫

っ
て
ふ
と
思
ふ
こ
と
を
率
直
に
詠
む
の
が
古
人
の
習
は
し
で
、
古
歌
は

幼
児
の
ご
と
く

一
途
な
心
を
表
出
し
た
も
の
で
あ
る
旨
を
述
べ
、
中
国
古
代
の

詩
の
こ
と
を
引
合
ひ
に
出
し
て
ゐ
る
が
、　
こ
こ
の

「思
無
レ邪
」
は
、　
い
ふ
ま

で
も
な
く
、
論
語
の
熱
政
篇
に

「
子
曰
。
詩
三
百
。
　
一
言
以
蔽
レ之
。　
曰
。
思

無
レ邪
」
と
あ
る
の
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、

「思
無
レ邪

て
ふ
は
直
也
と
解
て
」
と
い
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
真
淵
の
解
釈
は

仁
斎
の
説
を
用
ゐ
た
も
の
に
相
違
な
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
仁
斎
の

『
論

語
古
義
』
に
は
、
右
の
為
政
篇
の
語
に
つ
い
て
、

思
無
レ邪
。
直
也
。

と
注
し
て
ゐ
る
。

「直
也
」
と
い
ふ
の
が
仁
斎
独
自
の
解
釈
で
あ
り
、
真
淵
が

狙
篠
の
解
釈
に
従

っ
て
ゐ
な
い
こ
と
は
、
組
篠
の

『論
語
徴
』
に
お
け
る
注
釈

を
見
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
組
篠
は
、

詩
之
義
多
端
。
不
レ
可
レ為
二典
要
「古
之
取
二義
於
詩
一者
。
亦
唯
心
所
レ欲
。

祗
其
思
無
レ邪
。
是
孔
子
之
心
也
。

と
述
べ
、

「思
」
や

「邪
」
の
意
義
な
ど
を
説
い
て
ゐ
る
が
、
さ
ら
に

程
子
曰
。
思
無
レ邪
者
誠
也
。
仁
斎
先
生
曰
。
直
也
。
可
レ
謂
レ
不
レ知
二字

義
二実
。

と
評
し
て
、
仁
斎
の
説
を
排
し
て
ゐ
る
。
即
ち
真
淵
は
上
記
の
文
に
お
い
て
役

篠
の
説
は
顧
み
ず
に
、
仁
斎
の
説
を
そ
の
ま
ま
に
用
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。

明
和
五
年
、
斎
藤
信
幸
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
真
淵
は

「元
来
荻
生
惣
右

衛
門
な
ど
も
皇
朝
の
意
を
し
ら
ず
、
己
が
好
む
方
に
た
て
て
、
不
知
こ
と
を
推

て
い
ひ
し
く
せ
に
て
、
純
も
い
へ
る
事
こ
と
毎
に
誤
也
」
と
い
っ
て
、
狙
徐
派

の
思
想
を
罵
っ
て
ゐ
る
。
荻
生
惣
右
衛
門
は
狙
篠
、
純
は
太
宰
春
台
の
こ
と
で

あ
る
。
晩
年
に
お
い
て
こ
の
や
う
に
組
篠
派
を
攻
撃
し
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、

真
淵
が

「思
無
レ邪
」
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
狙
徐
の
説
を
採
ら
な
か
っ
た
の
は

当
然
で
あ
ら
う
。
同
時
に
そ
の
一
方
、
儒
者
の
思
想
は
排
し
な
が
ら
も
、
仁
斎

の
説
に
は
心
を
惹
か
れ
る
所
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

真
淵
は
ま
た
同
じ
書
簡
の
中
で
浜
松
の
儒
学
者
流
を
貶
じ
め
、

「論
語
の
中

に
は
己
が
覚
え
居
て
間
に

一
人
も
よ
く
弁
ぜ
る
人
な
し
」
と
言

っ
て
ゐ
る
。
真

淵
の
論
語
に
つ
い
て
の
自
信
の
ほ
ど
は
、
こ
の
言
葉
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
清
水
浜
臣
の

『泊
酒
筆
話
』
に
よ
れ
ば
、
在
郷
時
代
の
真
淵
の
著
書
に

『
論
語
紀
聞
』
な
る
書
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
論
語
を
宇
宙
第

一
の
書

と
し
て
日
本
的
な
儒
学
を
打
ち
立
て
た
仁
斎
の
学
問
に
対
し
て
、
若
い
日
の
真

淵
が
少
か
ら
ず
心
を
寄
せ
た
こ
と
も
想
像
せ
ら
れ
、
真
淵
と
堀
川
学
と
の
接
触

は
案
外
早
い
時
期
か
ら
始
っ
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
前
述
の
や
う
に
真
淵

が
東
涯
の
著
書
か
ら
学
ん
だ
所
が
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
も
、
強
ち
に
無
稽
の
推

測
と
は
い
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。

―
大
阪
大
学
教
授
　
文
学
博
士
―
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