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寛

平

以

往

の

説

「近
代
秀
歌
」
に
つ
い
て
は
嘗
て
小
文

（「妖
艶
」
―
―
近
代
秀
歌
に
つ
い
て

―
―
国
濡
国
文
、
昭
二
一
。
一
一
）
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
其
後
諸
家
の

論
考
は
少
く
な
く
、
中
で
拙
稿
へ
の
批
判
に
接
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
上
、
私
自

身
も
叉
年
を
経
て
考
へ
直
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
最
近
定
家
の
歌
論
を
全
体
と

し
て
再
考
す
る
必
要
を
感
じ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
の
機
会
に
改
め
て
本
書
に
対
す

る
只
今
の
私
見
を
書
き
つ
け
て
お
き
た
い
と
思
ふ
。
考
察
の
要
点
は
標
題
の
通

り
、
特
に

「寛
平
以
往
」
の
解
釈
に
か
ヽ
は
る
が
、
論
述
の
都
合
上
、
全
文
の

論
旨
を
要
約
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

本
書
は
冒
頭
に
ま
づ
貫
之
の
「
さ
ま
」
を
規
定
し
て
、
翌
日
貫
之
、
歌
の
心
巧

み
に
、
た
け
及
び
難
く
、
詞
強
く
、
姿
面
白
き
さ
ま
を
好
み
て
、
余
情
妖
艶
の

体
を
よ
ま
ず
」
（自
筆
本
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
）
と
記
す
の
で
あ
る
が
、
つ
ゞ

け
て

「
そ
の
流
を
承
く
る
輩
、
ひ
と
へ
に
こ
の
姿
に
お
も
む
く
」
と
記
さ
れ
る
。

「
こ
の
流
」
は
貫
之
の

「
さ
ま
」
を
さ
す
の
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
中
特
に

「姿
」

が
指
摘
さ
れ
た
の
は
当
時
の
通
念
に
従

っ
て
、

「
さ
ま
」
の
主
導
的
契
機
を
こ

こ
に
見
出
し
た
か
ら
に
外
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
文
章
は
更
に
つ
ゞ
け
て

「但

し
世
下
り
、
人
の
心
劣
り
て
、
た
け
も
及
ば
ず
、
詞
も
卑
し
く
な
り
ゆ
く
」
と

い
ひ
、

「姿
」
以
外
の
総
て
の
契
機
の
失
は
れ
た
こ
と
を
告
げ
る
の
で
あ
る
が
、

や
が
て

「況
ん
や
近
き
世
の
人
は
、
た
ゞ
思
ひ
え
た
る
風
情
を
三
十
字
に
い
ひ

田

中

裕

つ
ゞ
け
む
こ
と
を
先
と
し
て
、
更
に
姿

・
詞
の
お
も
む
き
を
知
ら
ず
」
と
記
す
。

既
に
姿
さ
へ
も
失
は
れ
た
こ
と
が
分
る
け
れ
ど
も
、
併
せ
て
諸
契
機
の
中
、
こ
〓

と
に

「姿
」

「
詞
」
の
上
に
焦
点
の
置
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
分
る
の
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
貫
之
の

一‐さ
ま
」
の
須
廃
の
極
に
現
は
れ
た
の
が
六
人
で
、
そ
れ

に
つ
い
て
は

「
こ
の
輩
、
末
の
世
の
卑
し
き
姿
を
離
れ
て
、
常
に
古
き
歌
を
こ

ひ
ね
が
へ
り
。
こ
の
人
々
の
思
ひ
入
れ
て
優
れ
た
る
歌
は
高
き
世
に
も
及
び
て

や
侍
ら
む
」
と
記
さ
れ
る
。
即
ち
六
人
の
改
革
運
動
の
課
題
が

一姿
」
の
回
復

に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
が
、
こ
ゝ
で

「高
き
世
」
と
は
何
で
あ

ら
う
。
お
そ
ら
く
こ
れ
に
先
行
す
る

「末
の
世
」
に
対
す
る
措
辞
と
解
せ
ら
れ

る
が
、
そ
の
「末
の
世
」
と
は
前
引

「但
し
世
下
り
」
と
あ
る
そ
の
頃
よ
り
以
降
、

「近
き
世
」
を
含
め
た
時
期
の
総
体
を
概
括
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、

「高
き
世
」
と
は
所
詮
貫
之
の

「
さ
ま
」
の
完
全
に
保
持
さ
れ
て
ゐ
た
時
期
を

さ
す
こ
と
は
動
く
ま
い
が
、
貫
之
の

「
さ
ま
」
に
対
立
す
る
六
歌
仙
と
な
る
と

次
に
、

「今
の
世
」
を
論
じ
て
、

「花
山
僧
正

（中
略
）
小
町
が
後
、
絶
え
た

る
歌
の
さ
ま
わ
づ
か
に
見
え
聞
ゆ
る
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
、

こ
れ
を
除
外
す
る
の
が
文
意
で
あ
ら
う
。
し
か
し
六
歌
仙
以
前
と
な
る
と
、
古

今
集
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
範
囲
の
詠
人
不
知
歌
や
万
葉
歌
ま
で
を
含
め
て
差
支

な
い
と
思
は
れ
る
が
、
こ
の
辺
り
の
措
辞
は
後
出
の

「今
」
の

「
さ
ま
」
の
規



定
と
も
関
聯
し
て
く
る
の
で
、
そ
こ
で
併
せ
て
考
へ
た
い
。

次
に

「今
の
世
」
即
ち
達
磨
歌
期
か
ら
新
古
今
時
代
に
か
け
て
の
新
風

（以

下
簡
単
に
こ
の
期
を
か
う
よ
ん
で
お
く
）
の
叙
述
が
始
ま
る
が
、
こ
の
期
に
関

し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
既
に
旧
稿
に
も
記
し
た
や
う
に
、
ま
づ
文
中

「
こ

の
卑
し
き
姿
を
い
さ
ゝ
か
変
へ
て
」
と
あ
る
の
と
、
前
に
六
人
を
評
し
て

「卑

し
き
姿
を
離
れ
て
」
と
記
し
た
措
辞
の
差
が
決
し
て
か
り
そ
め
で
な
く
、
い
は

ゞ
変
革
と
改
革
ぐ
ら
ゐ
の
評
価
の
ひ
ら
き
を
合
意
さ
せ
て
ゐ
る
か
と
見
え
る
こ

と
。
並
び
に
か
う
し
て
変
革
さ
れ
た
新
し
い

「姿
」
に
加
へ
て
古
き

「
詞
」
を

も
っ
て
す
る
新
風
が
六
歌
仙
の

「
さ
ま
」
の
復
活
と
さ
れ
て
ゐ
る
点
か
ら
推
す

と
、
前
に
貫
之
の

「
さ
ま
」
に
対
立
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
た

「余
情
妖
艶
の

体
」
に
相
当
す
る
の
が
、
ま
さ
に
新
風
と
考
へ
ら
れ
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。
こ

の
新
風
が
当
時
伝
統
の
断
絶
と
評
さ
れ
た
と
い
ふ
の
も
尤
も
で
、
従
っ
て
こ
れ

と
六
人
と
の
指
向
の
差
異
は
紛
る
べ
く
も
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
し
か
し

「末
の
世
」
の
積
廃
を
克
服
す
る
た
め
に
共
に
復
古
を
志
し
た
点
に
一
致
は
あ

っ
た
と
い
へ
る
。

さ
て
最
後
に

「今
」
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
。

「
詞
は
古
き
を
慕
ひ
、
心
は

新
し
き
を
求
め
、
及
ば
ぬ
高
き
姿
を
ね
が
ひ
て
、
寛
平
以
往
の
歌
に
な
ら
は
ゞ
、

お
の
づ
か
ら
よ
ろ
し
き
こ
と
も
な
ど
か
侍
ら
ざ
ら
む
。」

こ
の
う
ち

「
心
」
の
規
定
は
、
貫
之
の

「
さ
ま
」
を
叙
し
た
個
所
の
外
に
は

他
期
に
見
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
心
新
と
詞
嗜
と
を
併
せ
て
一

双
の
観
念
と
扱
ふ
こ
と
は
几
そ
当
時
の
通
念
と
思
は
れ
る
し
、
そ
の
場
合
心
新

の
重
要
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
歌
論
史
的
意
義
を
い
へ
ば
、
よ
り
多
く
詞
古

の
方
に
重
心
の
か
ゝ
る
べ
き
こ
と
は
新
風
期
の
叙
述
か
ら
も
十
分
う
か
ゞ
は
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
従
っ
て

「
詞
」
と

「姿
」
と
の
規
定
に
あ
り
、
そ
の

中

「
詞
」
は
右
の
や
う
に
新
風
期
の
主
張
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「古
」

＝

猟
愛

亦

雪

の
躙

新、と
昴
襲

ぃ

「姿
」
の
あ
る
べ
き

一
様
態
を
さ
す
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
も
例
ヘ

ば
三
体
和
歌
の
一
体
を
さ
し
て
高、
体
と
も
よ
ん
だ
や
”
な
、
何
ら
か
特
殊
な
審

美
様
式
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
歌
論
や
判
詞
な
ど‐
で
心
の
深
さ

。
か
す
か

さ
と
並
べ
て
姿
の
凡
俗
を
離
れ
た
卓
抜
さ
を
さ
し
た
、
そ
の
程
度
に
解
す
る
の

が
穏
当
と
思
は
れ
る
。

さ
て
如
上
の

「
詞
」

「
心
」

「姿
」
の
規
定
は
次
に

「寛
平
以
往
の
歌
」
と

い
ふ
文
言
に
収
束
さ
れ
、
こ
ゝ
に

「
さ
ま
」
の
あ
る
べ
き
具
体
的
な
目
標
を
見

出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
区
分
が
含
み
も
つ
期
間
や
、
そ
の

歌
論
的
意
味
は
何
で
あ
ら
う
。

「以
往
」
が
こ
の
場
合
、
以
前
で
あ
る
こ
と
は

疑
は
れ
な
い
し
、

「寛
平
」
も
そ
れ
が
宇
多
天
皇
治
世
の
最
後
の
年
号
で
あ
り
、

六
歌
仙
か
ら
貫
之
に
移
る
ち
ょ
う
ど
過
渡
期
に
当
っ
て
ゐ
る
こ
と
も
周
知
に
属

す
る
。
即
ち
遍
昭
は
そ
の
二
年
に
、
業
平
は
遡
っ
て
六
年
前
の
元
慶
四
年
に
そ

れ
ぞ
れ
歿
し
て
ゐ
る
が
、
貫
之
は
寛
平
初
年
二
二
才
、
や
が
て
是
貞
親
王
家
歌

合
や
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
を
迎
へ
て
声
名
の
や
う
や
く
揚
が
ら
う
と
す
る
時
期

に
当
る
。
か
う
考
へ
る
と

「寛
平
以
往
」
の
解
釈
の
一
要
点
は
、
そ
の
下
限
と

し
て
貫
之
を
含
む
か
ど
う
か
に
あ
る
と
い
っ
て
ょ
く
、
諸
説
の
関
心
も
叉
こ
ゝ

に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
旧
稿
は
、
詠
歌
大
概
の
論
旨
、
新
勅
撲
集
に
お
け
る
貫

之
の
評
価
、
流
布
本
近
代
秀
歌
に
六
人
の
歌
を
附
載
し
た
理
由
等
を
勘
合
し
て
、

「普
通
に
説
か
れ
て
き
た
や
う
に
六
歌
仙
以
前
と
見
る
よ
り
少
し
広
く
、
貫
之

等
を
も
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
結
局

「
お
そ
ら
く
寛
平
以
往
の
語
に
よ

っ
て
擬
せ
ら
れ
て
ゐ
る
範
囲
は
和
歌
が
宮
廷
に
復
興
し
て
古
今
集
欽
定
の
有
力

な
動
因
と
な
る
あ
の
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
あ
た
り
を

一
つ
の
目
安
と
し
て
そ
れ



以
前
、
従

っ
て
貫
之

・
忠
琴

・
素
性
等
を
下
限
と
し
て
、
上
は
六
歌
仙
よ
り
弘

仁
期
の
詠
人
不
知
歌
や
古
今
集
中
に
見
え
る
ほ
ど
の
万
葉
歌
人
を
含
む
で
あ
ら

う
し
、
そ
の
範
囲
で
は
伊
勢
物
語
や
三
十
六
人
集
中
の
あ
る
も
の
な
ど
は
当
然

数
へ
ら
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
文
字
通
り
寛
平
以
往
、
古
今
的
世
界

の
中
に
受
容
さ
れ
融
和
さ
れ
た
限
り
の
上
代
ま
で
も
包
摂
す
る
の
で
あ
る
」
と

記
し
、
同
時
に
か
う
し
た
区
分
の
意
味
に
つ
い
て
、

「寛
平
以
往
の
説
は

（中

略
）、
四
歌
仙

（後
述
）

と
貫
之
、
余
情
妖
艶
と
た
け
高
く
面
白
き
体
、
と
い

ふ
二
つ
の
系
列
と
作
風
様
式
と
の
上
場
の
形
を
見
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
書

い
た
の
で
あ
っ
た
が
、　
其
後
細
谷
直
樹
氏

（「近
代
秀
歌
私
見
」
国
語
と
国
文

学
、　
昭
三
五

。
一
一
）
や
久
松
潜

一
博
士

（「中
世
に
お
け
る
古
代
的
基
準
」

国
語
と
国
文
学
、
昭
三
六
。
一
）
か
ら
貫
之
を
含
む
べ
き
で
な
い
と
い
ふ
御
批

判
を
い
た
ゞ
き
、
私
も
今
は
そ
れ
に
従
ふ
べ
き
も
の
と
考
へ
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
理
由
や
貫
之
を
含
ま
な
い
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
等
の
点
に
な

る
と
、
種
々
異
見
も
懐
か
れ
る
の
で
、
や
ゝ
詳
し
く
述
べ
て
み
た
い
と
思
ふ
。

前
述
の
や
う
に
寛
平
以
往
は
以
前
で
あ
り
、
し
か
も
寛
平
を
含
め
て
そ
れ
以

前
で
あ
る
こ
と
、
並
び
に
こ
れ
が
六
歌
仙
を
め
ど
と
す
る
時
期
区
分
と
さ
れ
る

こ
と
等
は
凡
そ
通
説
と
見
て
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。
実
際
貫
之
の
歌
人
と
し
て

の
声
価
が
確
立
す
る
の
は
次
の
昌
泰

・
延
喜
で
あ
る
か
ら
、
貫
之
を
下
限
と
す

る
こ
と
に
ね
ら
ひ
を
つ
け
た
も
の
な
ら
殊
更

「寛
平
」
で
劃
期
す
る
こ
と
は
な

か
つ
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
旧
稿
は
后
宮
歌
合
の
成
立
を
め
ど
と
し
て
、
そ
れ

と
貫
之
と
の
関
係
を
想
定
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
想
定
を
本
文
か
ら
導

き
出
す
こ
と
は
や
は
り
唐
突
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
ま
い
。
所
詮

「寛
平
以
往
」
と

い
ふ
時
期
区
分
は
貫
之
を
含
ま
な
い
と
考
へ
る
の
が
穏
当
で
あ
る
が
、
し
か
し

そ
れ
は
直
ち
に
六
歌
仙
を
め
ど
と
し
て
そ
れ
以
前
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
か

ど
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
起
る
疑
間
を
い
へ
ば
、
六
歌
仙
に
つ
い
て
は
既
に
前

文
で
、
そ
れ
が

「余
情
妖
艶
の
体
」
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
貫
之

の

「
さ
ま
」
に
対
立
す
る
唯

一
の

「
さ
ま
」
の
荷
ひ
手
で
あ
っ
た
こ
と
。
や
が

て
新
風
期
に
及
ぶ
と
、

「
さ
ま
」
の
あ
る
べ
き
理
想
と
し
て
新
し
く
復
活
さ
せ

ら
れ
、
そ
の
正
統
性
の
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
、
等
が
説
明
さ
れ
て
、
簡

潔
な
が
ら
も
本
書
と
し
て
は
最
も
明
瞭
な
観
念
の
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
ヽ
一

つ
で
あ
る
の
に
、
何
故
今
更
に
そ
の
名
を
避
け
て
寛
平
と
い
ふ
年
号
を
代
用
し
、

却
っ
て
文
意
を
晦
渋
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
寛
平
の
年
号
が
発
想
さ
れ
る
十
分
な
理
由
は
別
に
あ
っ
た
の
で
あ

ら
う
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
貫
之
や
六
歌
仙
の
関
係
の
中
で
し
か
考
へ
ら
れ
な
い

も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
関
係
は

一
般
の
史
的
事
実
な
ど
、
外
証
を
ま
つ

ま
で
も
な
く
、
本
文
に
描
か
れ
た
限
り
の
貫
之
や
六
歌
仙
の
関
係
の
中
で
明
ら

か
に
さ
れ
る
筈
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。
そ
こ
で
重
要
な

一
事
と
し
て＼ぃ
本

書
の
異
色
あ
る
貫
之
評
が
す
べ
て
古
今
集
序
の
辞
句
を
踏
ま
へ
て
ゐ
る
ら
し
い

こ
と
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
旧
稿
に
論
及
し
た
部
分

が
あ
る
の
で
、
再
論
を
避
け
て
引
用
し
た
い
。

「
そ
れ
に
し
て
も
貫
之
が
余
情
妖
艶
の
体
を
詠
ま
ぬ
と
す
る
断
定
は
現
存
の

資
料
の
示
す
限
り
、
や
は
り
飛
躍
と
偏
向
と
を
免
れ
ず
、
そ
こ
に
定
家

一
個
の

強
い
主
観
の
色
づ
け
を
見
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
も
ま
し
て
周
到
な
彼
に
は

依
る
べ
き
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
せ
る
。
つ
ま
り

『今
の
世
』
の
歌
風
を
余
情
妖
艶
と
論
ず
る
の
は
正
し
い
と
し
て
、
同
時
に
そ

れ
が
非
貫
之
的
で
あ
り
六
歌
仙
的
で
あ
る
と
す
る
思
考
の
理
由
で
あ
る
。
恐
ら

く
そ
れ
は
古
今
集
両
序
の
歌
仙
評
に
示
さ
れ
た
貫
之
の
解
釈
に
準
ず
る
も
の
ゝ

や
う
に
思
は
れ
る
。

『其
大
底
皆
以
艶
為
基
、
不
知
歌
之
趣
者
也
』
と
難
ず
る
漢
序
の
一
行
が
す

で
に
、
歌
が
艶
を
捨
て
た
と
立
論
す
る
理
由
に
な
り
さ
う
で
あ
る
が
、
更
に
歌



仙
評
を
本
書
の
貫
之
評
に
対
照
す
る
と
き
、
あ
る
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

心
巧
み
に
―
―
巧
詠
物
。
詞
巧
み
に

（康
秀
）

た
け
及
び
難
く
―
―
詞
花
麗
而
首
尾
停
滞
。
詞
か
す
か
に
し
て
始
終
た
し

か
な
ら
ず

（喜
撰
）

詞
強
く
―
―
艶
而
無
気
力
。
哀
な
る
や
う
に
て
強
か
ら
ず

（小
町
）

姿
面
白
き
―
―
頗
有
逸
興

（黒
主
）

余
情
妖
艶
―
―
其
情
有
余
。
心
余
り
て
詞
足
ら
ず

（業
平
）

詞
花
而
少
実
。
ま
こ
と
少
し

（遍
昭
）

か
う
し
た
集
序
の
文
言
を
本
書
の
貫
之
評
の
二
の
傾
向
に
振
り
分
け
る
と
、

大
体

『
巧
み
』
と

『
逸
興
』
の
点
で
買
は
れ
て
ゐ
る
康
秀

・
黒
主
等
と
他
の
四

人

（素
性
と
喜
撰
と
出
入
す
）
の
系
列
と
に
区
別
出
来
さ
う
で
あ
る
。
こ
の
想

定
は
更
に

『末
の
世
の
歌
は
日
夫
の
花
の
蔭
を
去
り
、
商
人
の
鮮
衣
を
ぬ
げ
る

が
如
し
』
と
い
ふ
序
の
引
用
の
仕
方
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
わ
け
で
、
や
は
り

康
秀
と
黒
主
と
を
貫
之
の
系
列
に
編
み
、
他
の
四
人
と
識
別
し
よ
う
と
す
る
意

図
は
際
立
っ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
単
な
る
偶
合
以
上
の

も
の
を
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
定
家
が
冒
頭
に
掲
げ
、
ま
た
本
書
の
中
心

課
題
と
も
な
っ
て
ゐ
る

一
対
の
評
語
は
、
多
く
歌
壇
の
通
念
を
象
っ
て
ゐ
た
と

し
て
も
、
あ
の
明
快
な

一
種
類
型
化
さ
れ
た
表
現
が
集
序
の
文
言
を
仮
り
て
ゐ

る
ら
し
い
こ
と
、
そ
し
て
特
に
余
情
妖
艶
を
非
貫
之
的
な
も
の
と
し
、
同
時
に

六
歌
仙
、
就
中
四
歌
仙
の
系
列
に
対
応
さ
せ
る
か
な
り
独
自
な
思
考
が
、
そ
れ

に
よ
っ
て
一
層
的
確
に
解
釈
出
来
る
の
で
あ
る
。」

引
用
は
以
上
で
あ
る
が
文
中
指
摘
し
た
通
り
、
定
家
が
六
歌
仙
の
中
か
ら
特

に
康
秀

・
黒
主
を
除
外
し
て
、
花
山
僧
正
、
在
原
中
将
、
素
性
、
小
町
の
四
人

を
あ
げ
た
こ
と
に
は
理
由
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
も
以
下

「余
情
妖
艶

の
体
」
に
該
当
す
る
右
の
四
人
を
単
に
六
歌
仙
と
概
括
し
な
い
で
、
忠
実
に
四

歌
仙
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

如
上
本
書
の
貫
之
評
は
、
古
今
集
序
の
歌
仙
評
で
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
て
ゐ

る

「
巧
み
」
。
「逸
興
」
と
、
他
方
否
定
さ
れ
て
ゐ
る

「首
尾
停
滞
」
。
「強
か
ら

ず
」
。
「其
情
有
余
、
其
詞
不
足
」
と
を
踏
ま
へ
て
序
者
の
好
み
を

「
巧
み
」

。

「
お
も
し
ろ
き
」
に
加
へ
て

「
た
け
及
び
難
く
」

。
「
詞
強
く
」
の
方
向
に
見
出

す
と
共
に
、
就
中

「艶
」
の
否
定
を
最
大
の
特
色
と
見
て

「余
情
妖
艶
の
体
を

よ
ま
ず
」

（妖
艶
に
つ
い
て
は
後
述
）
と
断
じ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
歌
仙
評

は
表
現

・
風
体
論
に
関
し
て
序
の
思
想
の
最
も
よ
く
表
は
れ
て
ゐ
る
個
所
で
、

こ
の
褒
貶
を
交
へ
た
自
在
な
論
評
の
中
に
、
序
が
肯
定
並
び
に
否
定
し
よ
う
と

し
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
ゞ
鮮
明
に
刻
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ

の
点
に
着
目
し
て
、
こ
れ
を
対
立
す
る
二
様
式
に
ま
で
整
理

。
構
成
し
、
か
つ

序
の
指
向
す
る
線
に
沿
う
て
明
快
な
選
択
を
示
し
た
の
が
本
書
の
貫
之
評
な
の

で
、
こ
れ
は
む
し
ろ
序
評
と
よ
ぶ
の
が
適
切
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
あ
く
ま

で
貫
之
に
附
託
し
た
の
は
、
序
が
貫
之
の
名
で
記
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
に
外
な
る

ま
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
貫
之
の
思
想
で
あ

っ
た
か
ら
、
も
し
こ
れ
を
貫
之
に
最

も
ふ
さ
は
し
い
年
号
で
よ
ば
う
と
す
る
な
ら
序
の
日
付
で
あ
る

「延
喜
」
を
用

ひ
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
に
も
拘
は
ら
ず

「寛
平
」
が
用
ひ
ら
れ
た
と
こ
ろ

に
は
必
ず
格
別
な
主
張
が
あ
っ
た
と
思
ふ
。

い
ふ
ま
で
も
な
く
古
今
集
序
の
和
歌
史
観
は
万
葉
集
撰
定
以
後
の
和
歌
を
お

し
な
べ
て
衰
退
期
と
概
括
し
、
復
興
期
の
現
在
に
対
置
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ

ゝ
で
復
興
期
と
は
序
の
日
付
と
な
っ
て
ゐ
る
延
喜
当
時
だ
け
で
な
く
、

「手
今

九
載
」

（真
名
序
）
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
昌
泰
を
含
め
て
九
年
に
亙
る
醍
醐

御
字
を
さ
し
て
ゐ
る
の
で
、
そ
の
前
年
に
当
る
寛
平
と
は

一
線
を
以
て
劃
期
さ

れ
る
。
従
っ
て
寛
平
以
往
の
意
味
を
序
の
本
文
に
即
し
て
い
ひ
か
へ
る
な
ら
、

そ
れ
は
復
興
期
と
謳
歌
さ
れ
た
当
代
を
逆
に
否
定
し
て
そ
れ
以
前
に
復
帰
す
る



こ
と
ヽ
解
す
る
外
は
な
い
が
、
そ
の
ね
ら
ひ
は
復
興
運
動
の
指
導
原
理
の
表
明

で
あ
る
序
の
思
想
い
ひ
か
へ
れ
ば
貫
之
の
思
想
そ
の
も
の
ゝ
否
定
、
具
体
的
に

は
本
書
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
あ
の
文
言
の
否
定
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。

こ
の
や
う
に
寛
平
以
往
と
い
ふ
時
期
区
分
の
目
的
は
貫
之
の
思
想
そ
の
も
の

を
排
除
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
の
限
り
で
貫
之
を
含
ま
な
い
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
次
に
起
る
問
題
は
貫
之
の
思
想
を
否
定
し
て
そ
れ
以

前
に
復
る
と
い
ふ
こ
と
が
何
を
意
味
し
た
か
、
で
あ
る
。
改
め
て
貫
之
の
見
解

を
引
用
す
る
と

「昔
貫
之
、
歌
の
心
巧
み
に
、
た
け
及
び
難
く
、
詞
強
く
、
姿
面
白
き
さ
ま

を
好
み
て
、
余
情
妖
艶
の
体
を
よ
ま
ず
」
で
あ
る
が
、
か
う
い
ふ
対
立
す
る
二

様
式
で
表
は
さ
れ
た
貫
之
の
見
解
が
否
定
さ
れ
て
そ
れ
以
前
と
い
ふ
時
、
ま
づ

考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
右
の
や
う
な
貫
之
の

一，好
み
」
と
は
逆
に
、
彼
が

「
よ
ま

ず
」
と
し
た

「余
情
妖
艶
の
体
」
即
ち
四
歌
仙
様
式
を
採
ら
う
と
し
た
と
み
る

こ
と
で
あ
る
。
寛
平
以
往
を
六
歌
仙
以
前
と
と
る
諸
説
の
多
く
は
こ
れ
に
当
る

と
も
い
へ
る
け
れ
ど
も

（そ
の
場
合

「
六
歌
仙
」
、
「以
往
」
の
い
づ
れ
に
重
点

を
か
け
る
か
、
諸
説
は

「以
往
」
の
処
置
に
曖
味
を
残
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は

れ
る
）、
し
か
し
許
さ
れ
る
解
釈
は
果
し
て
こ
れ
だ
け
で
あ
ら
う
か
。　
結
論
を

先
に
い
へ
ば
、
お
そ
ら
く
右
の
や
う
に
貫
之
の
選
択
の
方
向
を
否
定
し
て
他
方

を
採
ら
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
貫
之
が

「好
み
」
か
つ

「
よ
ま
ず
」
と

し
た
二
方
向
の
す
べ
て
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
貫
之
が
選
択
し
た
こ
と
そ
の
こ
と
を

否
定
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
つ
ま
り
貫
之
に
よ
っ
て
明
瞭
に
区
別
さ
れ

た
歌
の
二
様
式

（と
い
ふ
こ
と
は
す
べ
て
の
様
式
と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
る
）
が

ま
だ
あ
の
や
う
な
分
裂
や
対
立
を
自
覚
す
る
に
至
ら
ず
、
相
互
に
親
和
的
に
共

働
し
て
他
を
排
除
す
る
こ
と
の
な
い
一
世
界
を
維
持
し
て
ゐ
た
、
そ
の
状
態
を

理
想
と
し
た
の
で
あ
り
、
文
字
通
り
寛
平
以
往
の
古
今
集
世
界
に
復
帰
し
よ
う

と
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
ふ
。

か
う
解
釈
し
て
前
説
を
採
ら
な
い
理
由
は
、
こ
れ
が
貫
之
の
否
定
と
い
ふ
に

最
も
ふ
さ
は
し
い
解
釈
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、
又

一
つ
は
、
本
書
の
貫
之

評
が
あ
く
ま
で
古
今
集
序
の
翻
訳

・
整
理
い
は
ゞ
事
実
の
指
摘
に
踏
み
止
っ
て
、

そ
の
批
判
に
ま
で
及
ば
う
と
し
な
い
こ
と
に
関
係
す
る
。
尤
も
貫
之
の
好
み
の

様
式
に
つ
い
て
は
、
例
へ
ば

「
た
け
及
び
難
く
」
の
や
う
に
論
讃
に
亙
る
部
分

も
あ
る
が
、
他
方

「余
情
妖
艶
の
体
を
よ
ま
ず
」
と
い
ふ
点
に
つ
い
て
は
い
さ

ゝ
か
も
批
難
を
含
む
と
は
み
え
ず
、
批
難
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
そ
の
末
流
に
し
か

す
ぎ
な
い
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
お
も
ふ
に
本
書
が
冒
頭
で
貫
之
の
見
解
に
言

及
し
た
の
は
決
し
て
そ
の
適
否
を
批
判
す
る
た
め
で
は
な
く
、
前
半

（和
歌
史

叙
述
の
部
分
）
の
骨
子
で
あ
る
貫
之
と
反
貫
之
的
な
も
の
と
の
対
立

。
交
渉
の

歴
史
と
い
ふ
簡
明
大
胆
な
歴
史
を
叙
述
す
る
必
要
か
ら
で
あ
り
、
叉
こ
の
歴
史

が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
屡
次
の
和
歌
改
革
運
動
を
的
確
に
位
置
づ
け
、

か
つ
そ
れ
と
の
関
聯
に
お
い
て

「今
」
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
不
可

欠
の
手
続
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
ふ
。

か
く
て
始
め
に
貫
之
、
反
貫
之
両
系
列
の
簡
潔
な
規
定
が
試
み
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
古
今
集
序
に
則
っ
て
客
観
的
に
抽
出

。
構
成
さ
れ
た
の

が
貫
之
評
に
あ
ら
は
れ
た
二
様
式
で
あ
っ
た
。
か
う
し
て
二
系
列
が
対
立
さ
せ

ら
れ
る
と
、
つ
ゞ
い
て
貫
之
系
列
の
制
覇
と
そ
の
顔
廃
と
が
記
さ
れ
、
や
が
て

経
信
以
降
の
相
継
ぐ
改
革
運
動
を
同
系
列
内
の
復
古
運
動
と
し
て
捉
へ
る
、
と

い
ふ
風
に
叙
述
は
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
現
は
れ
た
最
も
尖
鋭
な
運

動
で
あ
る
新
風
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
四
歌
仙
の
復
興
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
異
質
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
故
新
風
は
貫
之
系
列
か
ら
見
れ
ば

反
伝
統
的
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
事
実
定
家
は
当
時
の
さ
う
し
た
世

評
を
も
捕
捉
し
て
、
新
風
は

「姿
を
い
さ
ゝ
か
変
へ
」
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も



「歌
の
道
変
り
に
た
り
」
と
は
言
ひ
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
そ
の

正
統
性
を
弁
護
す
る
。
四
歌
仙
と
い
っ
て
も
所
詮
は
古
今
集
世
界
内
の
も
の
に

外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
重
要
な
論
点
は
、
近
代
六
人
の
復
興
運
動

に
よ
っ
て
貫
之
系
列
は
始
め
て
そ
の
本
源
に
立
ち
帰
り
伝
統
を
回
復
す
る
に
至

っ
た
こ
と
。
同
様
に
新
風
の
出
現
に
よ
っ
て
古
今
集
世
界
の
埋
も
れ
た

一
面
は

始
め
て
発
掘
さ
れ
、
従
来
の
偏
向
し
た
伝
統
観
が
修
正
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
、

等
で
あ

っ
た
と
思
ふ
。
ま
こ
と
に
近
代
六
人
並
び
に
新
風
の
運
動
は
系
列

。
日

標
こ
そ
異
れ
、
古
今
集
的
正
統
へ
の
復
帰
を
志
す
点
で
は

一
で
あ
る
上
、
こ
の

両
運
動
を
介
し
て
は
じ
め
て
古
今
集
世
界
は
完
全
な
相
で
復
元
せ
ら
れ
、
か
つ

伝
統
化
せ
ら
れ
た
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

か
く
て
貫
之
末
流
は
、
近
代
六
人
に
そ
の
範
を
見
出
す
こ
と
と
な
る

一
方
、

新
風
の
特
色
や
歴
史
的
役
割
に
も
日
を
開
か
れ
た
結
果
、
従
来
の
偏
見
を
抱
つ

と
同
時
に
自
己
の
一
面
性
を
も
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
こ
の
や
う
に
教
示
さ
れ
る
必
要
は
ひ
と
り
貫
之
末
流
に
ば
か
り
あ

る
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
次
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
、
新
風
も
や

う
や
く
頒
廃
し
、
末
流
に
特
有
の
偏
向
と
偏
見
と
を
激
化
さ
せ
て
ゐ
た
の
で
、

彼
等
も
又
そ
の
覚
醒
と
克
服
と
の
道
が
教
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
応
へ
た
の
が

「今
」
の
立
言
で
あ
る
が
、
如
上
本
書
の
前
半
の
構
成

。
叙
述
を
解
釈
し
つ
ゝ
、
進
ん
で

「今
」
の
立
言
に
思
ひ
至
る
と
、
も
は
や
単

な
る
貫
之
の
否
定
、
単
な
る
四
歌
仙
の
復
興
が
そ
こ
で
主
張
さ
れ
て
ゐ
た
と
は

考
へ
ら
れ
ず
、
逆
に
急
々
二
系
列
相
互
の
融
和
と
共
働
と
に
よ
っ
て
古
今
集
世

界
の
あ
る
べ
き
相
の
顕
揚
さ
れ
る
こ
と
が
願
は
れ
て
ゐ
る
か
と
推
定
さ
れ
る
。

「寛
平
以
往
の
歌
に
な
ら
」
ふ
と
い
ふ
主
張
は
ま
さ
に
こ
れ
で
、
前
に
結
論
を

先
取
し
て
お
い
た
通
り
、
そ
れ
は

「余
情
妖
艶
の
体
」
を
排
除
す
る
武
断
的
批

評
に
よ
っ
て
和
歌
の
世
界
を
二
つ
に
引
裂
き
、
其
後
の
長
い
偏
向
の
歴
史
の
偏

を
な
し
た
あ
の
貫
之
の
思
想
を
否
定
し
て
そ
れ
以
前
に
遡
る
こ
と
、
即
ち
、
ま

だ
す
べ
て
の
様
式
が
分
裂
と
選
択
と
を
知
ら
ず
に
親
和
的
に
共
存
し
て
ゐ
た
そ

の
状
態
に
復
へ
る
こ
と
を
指
向
し
て
ゐ
た
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
か
う
考
へ
る
と

旧
稿
が

「寛
平
以
往
」
の
時
期
区
分
の
中
に
貫
之
を
含
め
、
貫
之
と
四
歌
仙
と

の
止
揚

・
統

一
を
想
定
し
て
ゐ
た
の
と
は
異
る
わ
け
で
、
旧
稿
は
訂
正
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し

「寛
平
以
往
」
に
復
れ
と
い
ふ
こ
の
標

榜
の
下
で
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
た
作
業
の
実
態
は
旧
稿
の
説
と
異
る
わ
け

で
は
な
く
、
貫
之

。
四
歌
仙
両
様
式
の
い
づ
れ
を
も
排
除
せ
ず
に
併
せ
含
む
こ

と
が
庶
幾
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば

「寛
平
以
往
」
の
語
は

一

の
作
業
目
標
と
し
て
貫
之
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
た
け
れ
ど
も
、
こ

の
目
標
に
指
導
さ
れ
る
べ
き
作
業
の
実
態
は
両
系
列

・
様
式
の
共
存
と
融
和
と

で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
貫
之
の

「
さ
ま
」
を
も
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
っ
た
。‐
お
も
ふ
に
両
様
式
の
共
存

。
融
和
と
い
ふ
時
代
が
当
面
し
て
ゐ
た

極
め
て
自
覚
的
で
困
難
な
作
業
を
実
現
す
る
た
め
に
、
自
覚
以
前
の
未
分
化
の
、

い
は
ゞ
自
然
的
調
和
の
状
態
が
回
想
せ
ら
れ
、
理
想
化
せ
ら
れ
る
こ
と
が
作
業

目
標
と
し
て
有
効
適
切
で
あ
る
こ
と
は
、
ひ
と
り
こ
の
場
合
に
限
ら
れ
な
い
改

革
運
動
の
常
套
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。

残
さ
れ
た
問
題
は
、
両
系
列

。
様
式
の
共
存

。
融
和
が
ど
の
や
う
な
仕
方
で

考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
前
に
四
歌
仙

様
式
即
ち

「
余
情
妖
艶
の
体
」
を
復
興
し
て

一
時
期
を
劃
し
た
あ
の
新
風
と
こ

の

「今
」
の
見
解
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
手
続
が
必
要
と
な
ら
う
。
定
家

が
新
風
の
主
導
者
で
あ
る
こ
と
は
周
知
に
属
す
る
が
、
右
の
や
う
な
新
風
当
時

と

「今
」
と
の
主
張
の
差
異
は
ど
の
や
う
な
思
想
の
変
化
を
意
味
し
て
ゐ
る
の

で
あ
ら
う
か
。
前
述
の
和
歌
史
叙
述
に
つ
ゞ
く
告
白
的
な

一
節
は
こ
の
点
に
深



く
ふ
れ
る
も
の
で
、
ま
づ
世
の
褒
貶
の
中
に
過
し
た
半
生
が
顧
み
ら
れ
、
次
い

で
心
身
の
破
産
的
な
現
状
が
記
さ
れ
る
。
し
か
し
前
者
か
ら
何
ら
か
思
想
上
の

転
機
と
い
ふ
も
の
を
う
か
ゞ
ふ
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
反
対
に
虚
仮
の
一
念

を
貫
い
た
こ
と
へ
の
秘
や
か
な
自
侍
が
み
え
る
と
評
せ
ば
恣
意
に
な
る
で
あ
ら

う
か
。
後
者
と
て
直
接
、変
化
に
つ
い
て
語
っ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か

し
思
想
を
は
ぐ
く
む
べ
き
境
涯
が
旧
時
の
そ
れ
か
ら
既
に
著
し
く
異
る
場
所
に

移
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
定
家
は
回
心
と
か
転
向
と

か
い
っ
た
類
の
思
想
構
造
の
根
本
的
変
化
に
は
出
遇
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
が
、

そ
の
部
分
間
の
関
係
の
変
化
、
乃
至
思
想
全
体
が
帯
び
る
色
調
の
変
化
な
ど
は

も
は
や
否
定
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
変
化
と
い
ふ

よ
り
も
円
熟
に
近
い
が
、
円
熟
と
い
へ
ば
定
家
自
身
が
許
す
ま
い
。
し
か
し
た

と
へ
貧
寒
に
も
せ
よ
、

「今
」
の
思
想
が
長
い
一
貫
し
た
思
索
の
い
は
ゞ
必
然

の
成
果
で
あ
る
と
い
ふ
感
慨
は
あ

っ
た
筈
で
、
そ
れ
は

一
見
悲
痛
な
辞
句
で
充

た
さ
れ
て
ゐ
る
か
の
や
う
で
あ
り
な
が
ら
、
同
形
の
語
句
の
り
ふ
れ
い
ん
に
も

似
た
配
置
や
対
句
な
ど
の
た
め
に
む
し
ろ
透
明
で
平
静
な
印
象
を
も
つ
、
当
時

と
し
て
類
型
的
な
こ
の
辺
り
の
文
章
が
物
語
っ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

以
上
の
や
う
に
推
定
す
る
と
当
時
の
思
想
が
二
系
列
の
共
存

・
融
和
に
あ
る

と
い
っ
て
も
、
そ
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
や
は
り
新
風
以
来

一
貫
し
た
も
の
と

し
て
の

「余
情
妖
艶
の
体
」
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
こ
れ
が

「寛
平

以
往
の
歌
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
想
定
さ
れ
る
第

一
の
こ
と
で
あ
る
が
、
第
二

は
外
な
ら
ぬ

「妖
艶
」
に
関
す
る
想
定
で
あ
る
。

「余
情
妖
艶
の
体
を
よ
ま
ず
」
と
い
ふ
評
語
は
前
述
の
通
り
古
今
集
序
、
特

に
業
平
評
に
基
く
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
単
に
序
に
基
く
だ
け
な
ら

「余
情
艶
」
と
よ
ん
で
十
分
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
を
殊
更
に

「妖
艶
」

と
称
し
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
新
風
が
業
平
や
小
町
等
四
歌
仙
の
上
に
見
出
し

た
意
義
、
彼
等
に
対
す
る
評
価
が
本
書
も
い
ふ
通
り
ま
こ
と
に
劃
期
的
で
あ
っ

た
こ
と
に
関
聯
す
る
と
思
は
れ
る
。
即
ち
従
来
彼
等
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
ゐ

た
常
の
艶
で
は
な
く
て
、
例
へ
ば
顕
昭
古
今
注
が

「
イ
ヒ
ソ
ラ
ツ
タ
ル
」
と
よ

ん
だ
や
う
な
特
殊
な
手
法
に
規
定
さ
れ
た
特
殊
な
あ
り
方
の
艶
と
し
て
理
会
さ

れ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

「妖
艶
」
に
は
か
う
し
た
四

歌
仙
へ
の
悟
入
か
ら
導
か
れ
た
新
風
そ
れ
自
身
の
艶
、
即
ち
象
徴
詩
風
と
も
い

ひ
う
る
独
特
の
詩
的
観
念
や
手
法
や
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
艶
、
無
名
抄

「

近
代
歌
体
の
事
」
で
よ
ば
れ
て
ゐ
る
意
味
で
の

「幽
玄
」
的
な
艶
の
投
影
が
あ

っ
た
と
思
ふ
。
そ
の
上
も
う

一
つ
指
摘
し
た
い
点
は
、
新
風
が
発
見
し
か
つ
産

み
出
し
た
艶
を
殊
更
に

「妖
艶
」
と
よ
ば
せ
た
も
の
が
新
風
自
身
で
は
な
く
、

既
に
そ
の
運
動
が
完
了
し
、
運
動
の
全
過
程
を
平
静
に
無
私
の
目
で
眺
め
る
こ

と
の
で
き
る

「今
」
の
時
点
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
新
風
は
も
は
や
今
日
の

も
の
で
は
な
い
だ
け
に
如
上
の
歌
風
の
特
色
は
そ
の
歴
史
的
意
義
と
共
に
既
に

十
分
明
瞭
で
あ
り
、
こ
と
に
貫
之
様
式
と
対
比
す
る
時
そ
の
感
は
深
か
っ
た
で

あ
ら
う
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が

「余
情
妖
艶
」
と
よ
ば
せ
た
当
の
も
の
で
あ

っ
た

と
思
ふ
。
し
か
し
こ
の
や
う
に
四
歌
仙
様
式

（四
歌
仙
と
新
風
）
を
さ
し
て

「

余
情
妖
艶
」
と
よ
ん
だ

「今
」
は
同
時
に
定
家
の
指
向
も
こ
ゝ
に
な
く
、
こ
れ

と
貫
之
様
式
と
の
共
存

。
融
和
を
期
し
て

「寛
平
以
往
の
歌
」
へ
と
移
行
し
て

ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

「寛
平
以
往
の
歌
」
の
根
幹
を
な
す
も
の
が
四
歌
仙
様

式
で
あ
る
こ
と
前
述
の
通
り
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
実
が
な
ほ
依
然
と
し

て

「余
情
妖
艶
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
は
し
い
。
否
こ
の
場
合

「余
情
妖

艶
」
は
貫
之
様
式
に
対
す
る
対
極
的
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
再
び
緩
和
さ
れ

た

「艶
」
へ
と
つ
き
戻
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
筈
で
、
こ
の
点
貫
之
様
式
の
方

も
同
様
で
あ
ら
う
が
、
事
情
は

「妖
艶
」
に
お
い
て
著
し
か
っ
た
と
思
は
れ
る
。

か
う
考
へ
る
と

「寛
平
以
往
の
歌
」
は

「余
情
艶
」
を
基
と
し
て
、
そ
の
上



に
貫
之
様
式
の
配
合
さ
れ
た
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
古
今
集
序
が

寛
平
以
往
の
歌
に
つ
い
て
最
大
の
不
満
と
し
た

「皆
以
艶
為
基
」
の
思
想
の
復

活
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、
更
に
全
体
と
し
て
最
も
近
似
し
た
様
態
を
求

め
る
と
お
そ
ら
く
俊
成
の
そ
れ
で
、
旧
稿
に
も
記
し
た
が
、

「今
」
の

‐定
家
は

俊
成
へ
の
回
帰
と
い
ふ
意
味
を
も
つ
と
い
っ
て
差
支
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

「寛
平
以
往
」
に
つ
い
て
想
定
さ
れ
る
第
三
の
こ
と
は
そ
の
合
み
う
る
範
囲

で
あ
る
。
ま
づ

「寛
平
以
往
」
は
文
字
通
り
寛
平
末
を
境
と
し
て
そ
れ
以
前
、

上
限
は
旧
稿
の
通
り
古
今
集
世
界
に
受
容
さ
れ
た
限
り
で
の
上
代
ま
で
を
さ
す

こ
と
は
、
こ
の
時
期
区
分
が
古
今
集
序
を
踏
ま
へ
て
の
も
の
で
あ
る
以
上
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。
事
実
こ
の
や
う
な
意
味
で
の
古
歌
―
―
詠
人
不
知
歌
や
万
葉

作
者
の
歌
に
対
す
る
晩
年
の
定
家
の
関
心
の
大
き
さ
は
、
詠
歌
大
概
の
三
代
集

尊
重
の
説
と
も
関
聯
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
別
に
詳
述
を
必
要
と
す
る
問
題
で

あ
る
。
従
っ
て

「寛
平
以
往
」
の
主
張
は
こ
れ
ま
で
強
調
し
て
き
た
や
う
な
作

業
目
標
と
し
て
の
意
味
に
尽
き
な
い
内
実
を
も
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

よ
り
重
要
な
の
は
や
は
り
こ
れ
ま
で
詳
述
し
て
き
た
通
り
、
こ
の
標
榜
の
下
で

企
画
さ
れ
て
ゐ
る
両
様
式

。
系
列
の
共
存

。
融
和
と
い
ふ
こ
と
で
、
そ
れ
が
具

体
的
に
は
ど
う
い
ふ
作
者

・
作
品
を
含
み
う
る
か
ゞ
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
ふ
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
貫
之

・
四
歌
仙
両
系
列
の
い
づ
れ
に

も
斉
し
く
い
へ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
末
流
や
、
あ
ま
り
に
系
列
的
に

純
粋
乃
至
過
激
な
作
者

・
作
品
を
除
け
ば
、
他
は
凡
そ
包
摂
さ
れ
て
よ
か
っ
た

と
思
ふ
。
も
と
よ
り
こ
の
範
囲
の
作
者
達
も
自
己
の
系
列

。
主
張
に
深
く
拘
束

さ
れ
て
ゐ
た
で
は
あ
ら
う
が
、
し
か
し
優
れ
た
作
者
の
常
と
し
て
、
さ
う
し
た

規
準
に
あ
ま
る
多
彩
と
豊
富
さ
と
を
自
在
に
伝
統
の
中
に
汲
む
こ
と
を
も
知

っ

て
ゐ
た
筈
で
、
従
っ
て
彼
等
の
作
品
の
中
か
ら

「寛
平
以
往
の
歌
」
の
理
想
に

叶
ふ
も
の
を
選
択
す
る
こ
と
は
決
し
て
む
つ
か
し
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

こ
れ
を
四
歌
仙
系
列
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
四
歌
仙
や
定
家

・
家
隆

・
良
経
等
が

さ
う
で
あ
る
し
、
貫
之
系
列
に
つ
い
て
は
、
貫
之
の
外
三
代
集
作
者
や
近
代
六

人
な
ど
も
さ
う
で
あ
る
。
こ
と
に
近
代
六
人
は
本
書
で
褒
美
さ
れ
て
ゐ
る
唯

一

の
場
合
で
あ
る
し
、
遣
送
本
で
は
文
末
に
そ
れ
ら
の
例
歌
が
掲
げ
ら
れ
て
も
ゐ

る
の
で
あ
る
か
ら
彼
等
の
評
価
の
格
別
で
あ

っ
た
こ
と
は
推
定
さ
れ
る
。
俊
成

の
思
想
や
歌
風
が
本
書
の
理
想
に
近
い
と
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で

あ
る
が
、
俊
頼
な
ど
も
後
鳥
羽
院
御
口
伝
に

「
う
る
は
し
く
や
さ
し
き
様
」
と

「も
み
ノ
ヽ
」
と
あ
る
も
の
と

「歌
の
姿
二
様
」
に
亙
る
と
評
さ
れ
て
を
り
、

お
そ
ら
く
こ
れ
ら
二
人
と
同
様
の
意
味
で
お
し
な
べ
て
の
六
人
が
理
会
さ
れ
て

ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
遣
送
本
の
例
歌
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
そ
れ
が
単
に

「寛
平
以
往
の
歌
」
と
い
ふ
理
想
の
具
体
例
を
示
す
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
必
ず

し
も
六
人
に
限
ら
ず
と
も
、
如
上
の
広
い
範
囲
に
つ
い
て
選
択
は
許
さ
れ
た
筈

で
あ
る
。
が
こ
の
場
合
少
く
と
も
六
人
よ
り
以
前
に
は
遡
ヶ
難
か
っ
た
理
由
と

し
て
、
こ
の
例
歌
が
秀
歌
例
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
本
歌
取
の
実
例
を
示
す

一
面
を
も
兼
ね
具
へ
て
ゐ
た
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

い
ま
本
文
の
、

「
詞
は
古
き
を
慕
ひ

（中
略
）、　
寛
平
以
往
の
歌
に
な
ら
は

ゞ
お
の
づ
か
ら
よ
ろ
し
き
事
も
な
ど
か
侍
ら
ざ
ら
む
」
の
文
言
に
直
ち
に
つ
ゞ

け
て

「古
き
を
こ
ひ
ね
が
ふ
に
と
り
て
昔
の
歌
の
詞
を
改
め
ず
」
と
起
さ
れ
る

文
脈
を
眺
め
る
と
、
右
の
立
言
の
重
点
は
、
あ
る
い
は
こ
れ
ま
で

「寛
平
以
往

の
歌
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
て
き
た
問
題
の
上
に
は
な
く
て
、
む
し
ろ

「
詞

は
古
き
を
慕
ひ
」
の
方
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
は
れ
て
く
る
。
お
も

ふ
に
こ
の
立
言
は
既
述
の
通
り
、

「今
」
の

「
さ
ま
」
の
理
想
を
述
べ
て
前
半

の
和
歌
史
叙
述
の
筆
を
結
ぶ
と
共
に
、
い
ち
早
く
重
心
を

「
詞
」
の
上
に
置
き

直
し
て

「
詞
は
古
き
を
慕
ひ
」―
―
「寛
平
以
往
の
歌
」
の
線
で
後
半
の
本
歌
取

の
説
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
ふ
構
成
を
も
つ
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
し
て
近



代
六
人
の
秀
歌
例
が
こ
の
本
歌
取
の
説
の
範
例
と
い
ふ
意
義
を
荷

っ
て
ゐ
る
こ

と
は
、
例
歌
の
後
に
附
け
た
小
文
か
ら
察
せ
ら
れ
る
が
、
就
中

「
か
や
う
の
歌

を
本
歌
に
と
り
て
新
し
き
歌
に
よ
め
る
が
、
ま、
こ、
と、
に、
よ、
ろ、
し、
く、
間、
ゆ、
る、
姿
に

侍
る
な
り
」
と
い
ふ
文
言
を
前
の

「
お
の
づ
か
ら
よ
ろ
し
き
事
も
な
ど
か
侍
ら

ざ
ら
む
」
を
承
け
て
の
も
の
と
解
す
る
時
、
特
に
そ
の
感
は
深
い
。

さ
て
本
歌
取
の
実
例
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
本
歌
と
す
べ
き
範
囲
の
作
者

・
作

品
は
例
歌
と
な
り
え
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
本
書
は
本
歌
の
範
囲
に
つ
い
て
別

に
明
示
は
し
な
い
。
し
か
し
実
例
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
ゐ
る

「
み
山
も
そ
よ
に

さ
や
ぐ
」

「
す
く
も
た
く
火
の
下
こ
が
れ
」

「
し
ぢ
の
は
し
が
き
」

「伊
勢
の

浜
荻
」
か
ら
推
せ
ば
、
そ
の
基
準
は
お
そ
ら
く
詠
歌
大
概
の

「
詞
不
河
出
三
代

集
先
達
之
所
用
、
新
古
今
古
人
歌
同
可
用
之
」
と
別
の
も
の
で
は
な
く
、
従
っ

て
三
代
集
を
除
い
た
近
代
以
後
の
作
者
の
歌
が
こ
の
場
合
例
歌
に
選
ば
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
で
は
近
代
以
後
の
作
者
の
中
か
ら
特
に
近
代

六
人
が
選
ば
れ
、
そ
れ
に
つ
ゞ
く
新
風
即
ち

「
今
の
世
」
の
作
者
に
何
故
及
ば

な
か
っ
た
か
と
い
へ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
拘
束
す
る
理
由
と
し
て
、
や
は
り

本
歌
取
に
関
し
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
別
の
一
条
の

「次
に
今
の
世
に
肩
を
な
ら
ぶ

る
輩

（中
略
）
必
ず
さ
ら
ま
ほ
し
く
思
ふ
給
へ
侍
る
な
り
」
が
考
へ
ら
れ
る
。

以
上
二
つ
の
理
由
を
併
せ
て
、
本
歌
取
の
あ
り
方
を
示
す
範
例
と
し
て
は
三
代

集
を
除
い
た
そ
れ
以
後
、
し
か
も

「今
の
世
」
の
新
風
を
も
避
け
て
近
代
六
人

の
歌
が
秀
歌
例
の
用
に
兼
ね
て
選
択
さ
れ
た
と
い
ふ
の
が
、
お
そ
ら
く
真
意
で

は
な
か
っ
た
か
と
思
ふ
。

さ
う
と
す
れ
ば
本
書
の
例
歌
の
あ
り
方
は
、
詠
歌
大
概
の
冒
頭
に
規
定
さ
れ

て
ゐ
る
意
味
で
の

「
風
体
」
の
範
例
を
示
し
た

「秀
歌
体
大
略
」
と
は
異
る
し
、

又
本
歌
取
の
た
め
の

「
詞
」

（同
じ
く
詠
歌
大
概
に
規
定
す
る
）
そ
の
も
の
ゝ

範
囲
を
示
し
た
か
と
思
は
れ
る

「秀
歌
大
体
」
と
は
対
昧
す
る
筈
で
あ
っ
た
。

自
筆
本
近
代
秀
歌
の
例
歌
は
、
遣
送
本
が
併
せ
も
つ
如
上
の
本
歌
取
の
範
例
と

い
ふ
意
味
を
除
外
し
、
純
粋
に
秀
歌
例
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
、

「秀
歌
体

大
略
」
と
同
じ
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

（
一
九
六
四

。
一
一
。
三
〇
）

注田
千
五
百
番
歌
合
八
四
〇
番
の
定
家
判
。
土
御
門
院
御
百
首
附
載
家
隆
消
息

（群
書
類
従
本
）、
隆
祐
集
末
の
家
隆
説
と
思
は
れ
る
も
の
等
。

②
古
来
風
体
抄

「
上
古
の
歌
は
わ
ざ
と
姿
を
か
ざ
り
詞
を
磨
か
む
と
せ
ざ
れ

ど
も
代
も
あ
が
り
（中
略
）、
心
ふ
か
く
、
姿
も
高
く
聞
ゆ
る
な
る
べ
し
」。

宮
川
歌
合
跛

「
事
の
心
か
す
か
に
歌
の
姿
高
く
し
て
空
よ
り
も
は
か
り
難

し

。
」

０
久
松

・
細
谷
両
氏
の
説
は

「寛
平
以
往
」
に
貫
之
を
含
ま
ぬ
と
さ
れ
て
ゐ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
定
家
の
意
図
は
単
に
余
情
妖
艶
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
貫
之
の
不
備
を
補
ふ
も
の
と
し
て
こ
の
説
を
立
て
た

と
考
へ
ら
れ
て
を
り
、
こ
の
結
論
に
関
す
る
限
り
は
私
の
旧
稿
や
、
几
そ

の
諸
家
の
説
と
も
大
異
は
な
く
、
通
説
と
み
て
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。

四
御
裳
潅
川
歌
合
序
や
、
顕
注
密
勘
跛
な
ど
。

０
問
民
部
卿
家
歌
合
、
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
十
禅
師
跛
で
業
平
、
貫
之
を

一
具

と
し
て
扱
っ
た
り
、
叉
後
者

一
番
判
で
人
麿
、
赤
人
、
業
平
、
花
山
僧
正
、

素
性
、
貫
之
、
男
恒
、
忠
今
等
を

一
律
に
扱
っ
て
ゐ
る
の
を
参
照
。

岡

「
み
山
も
そ
よ
に
さ
や
ぐ
」
は
新
古
今
集
人
麿
歌
、

「
す
く
も
た
く
火
の

下
こ
が
れ
」
は
後
撰
集
、

「
し
ぢ
の
は
し
が
き
」
は
奥
儀
抄
所
収
古
歌
、

袖
中
抄
所
引
古
今
集
歌
、

「
伊
勢
の
浜
荻
」
は
新
古
今
集
詠
人
不
知
歌
。

（本
学
教
授
）
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