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詠

歌

之

大

概

注

解

―
―
定
家
歌
論
研
究
０
１
１

私
は
前
号
で
近
代
秀
歌
の
文
中
、
と
く
に

「寛
平
以
往
」
の
文
言
に
つ
い
て

若
干
の
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
論
述
の
大
筋
を
い
へ
ば
、
右
の
文
言
は

定
家
が
指
向
す
る

「
さ
ま
」
の
あ
り
方
を
規
定
し
た
も
の
な
の
で
、
こ
れ
と
そ

の
構
成
要
素
で
あ
る

「
詞
」

「
心
」

「姿
」
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
と
の
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ

っ
た
こ
と
。
さ
ら
に
か
う
し
て
捉
へ
ら
れ
た
た
だ
今
の

表
現
論
は
、
本
書
の
前
半
部
を
な
す
和
歌
史
叙
述
の
い
は
ば
結
論
に
も
当

っ
て

ゐ
る
の
で
、
そ
の
歴
史
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
意
味
あ
ひ
を
確
認
す
る
た
め
に

前
半
部
全
体
の
構
成
、
内
容
を
尋
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し

か
し
和
歌
史
叙
述
に
つ
づ
く
後
半
部
、
つ
ま
り
本
歌
取
の
説
に
つ
い
て
は
殆
ん

ど
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
ま
た
本
書
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
詠
歌

之
大
概
に
つ
い
て
も
こ
の
際
併
せ
考
へ
て
よ
い
問
題
が
少
く
な
い
と
思
は
れ
る

の
で
、
本
稿
は
近
代
秀
歌
に
つ
い
て
は
前
号
の
補
足
、
詠
歌
之
大
概
に
つ
い
て

は
考
察
と
い
ふ
よ
り
む
し
ろ
全
面
的
な
注
解
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

一

近
代
秀
歌
の
後
半
部
を
占
め
る
本
歌
取
の
説
は
、
「古
き
を
こ
ひ
ね
が
ふ
に
と

り
て
、
音
の
歌
の
詞
を
改
め
ず
詠
み
す
ゑ
た
る
を
即
ち
本
歌
と
す
と
申
す
な
り
。

か
の
本
歌
を
思
ふ
に
」
と
あ
る
文
に
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
が
、
ま
づ
注
目
さ
れ

田

中

裕

る
の
は
、
本
歌
取
の
定
義
と
も
み
え
る
こ
の
文
言
が
直
接
に
は

「
詞
は
古
き
を

慕
ひ
」
と
い
は
れ
た
「詞
」
の
規
定
を
承
け
る
の
で
は
な
く
て
、
前
述
の
「
さ
ま
」

の
規
定
を
承
け
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
理
由
の
一
つ
は
、

「古
き
を
こ

ひ
ね
が
ふ
に
と
り
て
」
と
い
ふ
文
言
が
そ
の
前
文
の
、
「今
こ
ひ
ね
が
ひ
侍
る
歌

の
さ
ま
ば
か
り
を
い
さ
さ
か
申
し
侍
る
な
り
」
で
起
し
て

「寛
平
以
往
の
歌
に

な
ら
は
ば
」
以
下
で
結
ば
れ
る
文
言
と
対
応
す
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
。
二
つ
に
、

こ
れ
は
流
布
本
の
場
合
で
あ
る
が
、
近
代
六
人
の
例
歌
に
つ
い
て
本
歌
の
取
り

方
を
解
説
し
た
箇
所
に
、

「
ま
こ
と
に
よ
ろ
し
く
聞
ゆ
る
姿
に
侍
る
な
り
」
と

あ
る
の
が

「寛
平
以
往
の
歌
に
な
ら
は
ば
お
の
づ
か
ら
よ
ろ
し
き
こ
と
も
な
ど

か
侍
ら
ざ
ら
む
」
の
文
言
を
承
け
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て

「さ

ま
」
と
本
歌
取
と
は
原
理
と
そ
の
手
法
と
で
も
い
ふ
べ
き

一
体
の
関
係
と
し
て

理
会
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し

「昔
の
歌
の
詞
」
と

「
さ
ま
」
と
の
か
う
し
た
関
係
は
す
で
に
新
風

の
性
格
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
。

「古
き
詞
を
慕
へ
る
歌
あ
ま

た
出
で
来
り
て
花
山
僧
正
（中
略
）小
町
が
の
ち
絶
え
た
る
歌
の
さ
ま
わ
づ
か
に

見
え
聞
ゆ
る
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、

「
さ
ま
」
を
改
め
る
と
い
ふ
新
風
の
達

成
し
た
大
変
革
が
古
詞
の
使
用
と
手
を
携
へ
て
ゐ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
は

た
し
て
さ
う
と
す
れ
ば
こ
こ
に
は
優
雅
な
古
語
の
使
用
な
ど
と
い
ふ
歌
学
で
の
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常
套
的
な
手
法
や
理
会
に
は
尽
き
な
い
独
特
の
手
法
、原
理
的
に
異
る
思
索
、
が

あ

っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
独
特
の
古
詞
観
と
そ
れ
に

基
づ
く
新
し
い
「
さ
ま
」
の
樹
立
、
と
い
ふ
限
り
で
は
新
風
も
「今
」
の
指
向
も
同

じ
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
一
貫
し
た
持
続
の
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
疑
は

れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

「今
」
の
場
合
、

「
さ
ま
」
を
実
現
す
る
手
法

そ
の
も
の
、
少
く
と
も
代
表
的
な
そ
れ
が
本
歌
取
と
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
本
文

は
読
ま
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
本
歌
取
は

「今
」
の
み
な
ら
ず
遡

っ
て
新
風
期

を
も
特
色
づ
け
る
当
の
手
法
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

以
上
で
古
詞
と

「
さ
ま
」
と
の
一
体
の
関
係
、
そ
の
場
合
古
詞
の
に
な
ふ
独

特
の
意
味
あ
ひ
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
は
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
古

詞
と
て

「
詞
は
古
き
を
慕
ひ
」
と
規
定
さ
れ
て
ゐ
る

「
詞
」
の
観
念
と
お
そ
ら

く
別
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
か
う
い
ふ

一
般
的
な
詞
の
観
念
は
千

五
百
番
歌
合
の
定
家
の
判
詞
の
中
に
も
示
さ
れ
て
ゐ
る
が
ａ
麹
Ю
幡
悧
ら「桐
３
、

早
く
和
歌
初
学
抄
が

「
歌
を
詠
ま
む
に
は
（中
略
）古
き
詞
の
や
さ
し
か
ら
む
を

選
び
て
な
び
や
か
に
つ
づ
く
べ
き
な
り
」
と
説
い
て

「古
歌
詞
」
の
一
項
を
立

て
、
古
詞
を
選
出
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に

一
般
論
と
し
て
確
立
さ
れ
て
ゐ
る
古
詞
中
心
主
義
が
や
が
て

「
さ
ま
」
へ
の
指

向
と
結
び
つ
く
時
、
は
じ
め
て
本
歌
取
と
い
ふ
特
定
の
手
法
が
成
立
す
る
か
と

思
は
れ
る
の
で
、

「
詞
は
古
き
を
慕
ひ
」
と
い
は
れ
た
古
詞
と
本
歌
取
に
お
け

る

「昔
の
歌
の
詞
」
と
は
細
則
は
別
と
し
て
、

「古
」
そ
の
も
の
の
範
囲
に
つ

い
て
は
特
に
差
異
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
事
実
流
布
本
に
み
え
る
本
歌
取
の

実
例
に
従
へ
ば
、
本
歌
取
に
お
け
る
詞
は
三
代
集
ま
た
は
新
古
今
集
中
の
古
歌

と
い
ふ
あ
た
り
が
見
当
ら
し
く
、
こ
れ
は
詠
歌
之
大
概
に
お
け
る
「
詞
」
の
規
定

に
合
致
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
論
酵
利
姉
Ｊ
。

次
に
前
に
引
い
た
本
歌
取
の
定
義
―
―

「昔
の
歌
の
詞
を
改
め
ず
詠
み
す
ゑ

た
る
を
即
ち
本
歌
と
す
と
申
す
な
り
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
以
下
の
、

七
五
句

・
七
七
句
さ
ら
に
初
二
句
と
い
ふ
風
に
二
句
を
追
う
て
進
め
ら
れ
て
ゆ

く
論
旨
に
つ
き
合
は
せ
て
考
へ
る
と
、
本
歌
と
は
第

一
に
、
二
句
つ
づ
き
の
形

を
基
本
と
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
本
歌
に
お
け
る
句
の
置
き
所
を
変
へ
ず
そ
の

ま
ま
取
る
こ
と
を
原
則
と
し
な
が
ら
、
併
せ
て
本
歌
の
二
句
つ
づ
き
の
形
さ
へ

変
へ
な
け
れ
ば
、
い
は
ゆ
る
句
の
置
き
所
を
変
へ
る
こ
と
も
許
容
し
て
ゐ
る
や

う
に
思
は
れ
る
。　
里
日
の
歌
の
詞
を
改
め
ず
」
と
い
ふ
の
は
お
そ
ら
く
以
上
の

二
項
を
合
意
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
本
歌
取
と
単
な
る
古
詞

の
使
用
と
の
区
別
も
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

右
の
定
義
を
承
け
て
そ
の
細
則
に
亙
っ
た
の
が

「
か
の
本
歌
を
思
ふ
に
」
以

下
の
文
で
、
従

っ
て
そ
れ
は
前
文
に
対
し
て
は
補
足
的
な
位
置
に
あ
る
が
、
要

約
す
れ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。

日
、
ま
づ
本
歌
の

「
七
五
」
と

「
七
七
の
字
」
つ
ま
り
第
二
。
第
二
の
句
つ

づ
き
と
第
四

。
第
五
の
句
つ
づ
き
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
さ
な
が
ら
置
」
け

ば
「新
し
き
歌
に
聞
き
な
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
ぞ
侍
る
」
と
い
ふ
。
即
ち
否
定
す
る
の

で
は
な
い
が
、
で
き
れ
ば
避
け
よ
と
い
ふ
意
味
に
解
さ
れ
る
。
従

っ
て
「
さ
な
が

ら
置
」
く
と
す
れ
ば
句
数
を
二
句
以
下
に
抑
へ
る
か
、
ま
た
は
二
句
の
置
き
所

を
変

へ
る
か
、
そ
の
い
づ
れ
か
を
選
ぶ
外
は
な
く
、実
際
に
は
い
づ
れ
を
選
ぶ
こ

と
も
で
き
た
で
あ
ら
う
が
（注

一
）、
本
文
で
は
前
述
の
や
う
に
二
句
つ
づ
き
と

い
ふ
こ
と
を
前
提
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
の
で
、
文
意
の
重
点
は
後
者
に
あ

っ

た
ら
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
が
千
五
百
番
歌
合
八

一
四
番
の
定
家

判
で
、
「古
き
歌
を
本
歌
と
し
て
詠
む
時
、
多
く
取
り
す
ぐ
す
は
昔
よ
り
の
習
ひ

に
侍
れ
ど
、
ィ
劃
倒
矧
冽
刊
嗣
羽
劇
「
引
劇
馴
倒
Ｊ
「
劇
訓
剖
剰
ヘー
劉
ま
た
ロ

ヨ

引
司
目
ざ
な
が
ら
詠
み
す
ゑ
侍
る
こ
と
も
歌
の
さ
ま
に
従
ひ
て
は
常
に
侍
る
め

れ
ど
」
と
あ
る
中
の
０
は
、
い
ま
の
場
合
に
つ
い
て
置
き
所
を
変
へ
て
取
る
法



を
教
へ
る
も
の
で
あ

っ
た
（注
二
）
。

と
こ
ろ
で
こ
の
判
詞
で
は
同
時
に
同
の
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
に
い
ふ

五
七
句
と
は
上
下
両
句
を
わ
た
す
中
の
五
七
句
を
さ
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
つ

い
て

「
さ
な
が
ら
詠
み
す
ゑ
侍
る
こ
と
」
が
し
ば
し
ば
通
例
で
あ

っ
た
と
説
く

の
で
あ
る
。
お
も
ふ
に
近
代
秀
歌
が
七
五
、
七
七
句
を
あ
げ
て
、中
の
五
七
旬
に

ふ
れ
な
か
っ
た
の
は
偶
然
な
省
筆
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
さ
な
が
ら
詠
み
す
ゑ
」

る
―
―
近
代
秀
歌
の
文
言
に
よ
れ
ば
「さ
な
が
ら
置
」
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
「常
」

の
場
合
と
し
て
論
外
に
お
か
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
し
て
こ
の
中
の
五

七
句
に
較
べ
る
と
、
五
七
、
七
七
句
は
い
づ
れ
も
や
や
事
情
が
異
り
、
「
さ
な
が

ら
置
」
い
て
は

「新
し
き
歌
に
聞
き
な
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
」
の
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
特
に
注
意
を
喚
起
し
よ
う
、
と
い
ふ
の
が
文
意
で
あ
っ
た
と
解
し
た
い
。

し
か
し
０
、
初
め
の
五
七
句
に
つ
い
て
は
０
と
事
情
は
さ
ら
に
異
り
、
常
に

本
歌
さ
な
が
ら
に
使
用
す
べ
き
場
合
と
、
逆
に
絶
対
に
使
用
の
禁
止
さ
れ
る
場

合
と
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。
前
者
は

「
い
そ
の
か
み
古
き
都
」
な
ど
枕
詞
に
つ

づ
く
も
の
で
、
和
歌
初
学
抄
式
に
い
へ
ば

「
必
ず
次
ぐ
詞
」
で
あ
る
が
、
早
く

新
撰
髄
脳
も

「古
の
人
多
く
本
に
歌
枕
を
置
き
て
、末
に
思
ふ
心
を
あ
ら
は
す
」

と
説
い
て
を
り
、
そ
の
趣
旨
に
疑
義
は
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
は

「年
の
内
に

春
は
来
に
け
り
」
な
ど
古
今
、
拾
遺
集
に
み
え
る
四
例
が
あ
が
っ
て
ゐ
る
が
、

そ
の
禁
上
の
理
由
は
何
で
あ
ら
う
か
。
参
考
と
な
る
の
は
三
井
寺
新
羅
社
歌
合
、

故
郷
郭
公
五
番
に
お
け
る
俊
成
の
判
で

（近
代
秀
歌
の
本
歌
取
の
説
は
庭
訓
と

し
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
）、
「古
今
の
本
歌
の
五
七
句
を
そ
の
ま
ま
に
置
か
む
こ
と

や
歌
合
の
時
は
な
ほ
思
惟
あ
る
べ
く
侍
ら
む
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

，）
」
で
五
七

句
と
は
遍
昭
の
歌
の
初
二
句
「里
は
荒
れ
て
人
は
古
り
に
し
」
を
さ
し
、
そ
れ
を

「そ
の
ま
ま
」
取
る
こ
と
は
常
の
歌
な
ら
と
も
か
く
、
特
に
厳
格
を
要
す
る

「歌

合
の
歌
」
で
は
不
適
当
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。　
一
般
に
本
歌
取
に
お
い
て

は
、

「あ
な
が
ち
の
名
歌
」
（援
義
）、
コ
」
と
な
る
秀
句
」
⌒撫
名
）
の
忌
避
さ
れ

る
の
が
通
則
で
あ

っ
た
か
ら
、
右
の
判
詞
の
趣
旨
も
お
そ
ら
く
、
右
の
本
歌
が

古
今
集
の
名
歌
の
初
二
句
で
あ
る
こ
と
に
着
日
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
思
ふ
。

近
代
秀
歌
に
掲
げ
ら
れ
た
四
つ
の
例
句
も
こ
れ
に
準
じ
て
理
会
さ
れ

る
が

（注
三
）、
し
か
し
こ
こ
で
は

「歌
合
の
時
」
と
限
定
さ
れ
て
ゐ
な
い
ば
か
り
で

な
く
、
む
し
ろ

「
よ
む
べ
か
ら
ず
」
と
断
定
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、

禁
制
は
ひ
と
り
歌
合
に
限
ら
ず
、
お
し
な
べ
て
の
歌
に
わ
た
る
も
の
と
考
へ
ら

れ
る
上
、
置
き
所
を
変
へ
ず
に
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
は
０
と
は
ち
が
ひ
、

絶
対
に
禁
止
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
や
う
な
格
別
の
厳
し
さ
は
、
如
上
の

例
句
が
い
は
ば
名
歌
中
の
名
歌
と
い
ふ
極
限
的
な
場
合
で
あ

っ
た
か
ら
に
外
な

ら
な
い
で
あ
ら
う
。

最
後
に
本
文
は
、

「次
に
今
の
世
に
」
と
説
き
起
し
て
新
風
期
以
後
の
歌
人

の
歌
を

「
一
句
も
」
取
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
こ
れ
は
文
意
の
上
で
は
前
段
を

挿
ん
で
「古
き
を
こ
ひ
ね
が
ふ
に
と
り
て
、土日
の
歌
の
詞
を
改
め
ず
詠
み
す
ゑ
た

る
を
即
ち
本
歌
と
す
と
申
す
な
り
」
に
対
立
す
る
と
み
ら
れ
る
も
の
で
、

「今

の
世
に
（中
略
）
い
で
き
た
る
歌
」
と
里
日
の
歌
の
詞
」
と
は
歌
詞
の
使
用
に
つ

い
て
対
昧
す
る
位

′
置
に
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
本
歌
取
の

中
、
最
も
禁
制
の
厳
し
か
っ
た
名
歌
の
初
二
旬
の
場
合
と
比
較
し
て
も
格
段
に

厳
重
で
あ
る
こ
と
は
、　
コ
一句
」
に
対
す
る

「
一
句
も
」
や
、
単
に
置
き
所
の

如
何
で
は
な
く
使
用
そ
の
も
の
の
禁
止
さ
れ
て
ゐ
る
点
に
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の

や
う
に
考
へ
る
と

「
一
句
も
」
の
文
言
は
禁
制
の
厳
し
さ
を
示
す
と
共
に
、
二

句
を
基
準
と
す
る
本
歌
取
の
埓
外
に

「今
の
世
」
の
歌
が
あ
る
こ
と
を
も
意
味

し
て
本
歌
取
の
範
囲
を
限
界
づ
け
、
お
の
づ
か
ら
本
歌
取
の
概
念
規
定
に
も
参

与
し
て
ゐ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

如
上
近
代
秀
歌
の
本
歌
取
の
説
を
改
め
て
要
約
す
れ
ば
、
ま
づ
二
句
つ
づ
き

ヽ
“



の
形
を
基
準
と
す
る
こ
と
と
、
本
歌
の
置
き
所
を
変
へ
ず
そ
の
ま
ま
取
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
そ
の
上
に
制
限
や
許
容
、
禁
止
条
項
を
加
へ
た
と
い
ふ
こ
と

に
な
る
が
、
詠
歌
之
大
概
の
方
は
句
の
置
き
所
に
は
ふ
れ
ず
、
論
点
を
専
ら
字

句
の
数
と

「
同
事
」
の
こ
と
に
お
い
て
ゐ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

二

詠
歌
之
大
概
で
は
冒
頭
に
例
の

「情
」

「
詞
」

「
風
体
」
を
規
定
し
た

一
段

が
あ
る
が
、
そ
の
考
察
は
後
に
譲
り
、
直
ち
に
本
歌
取
の
説
に
は
い
り
た
い
。

ま
づ
句
数
に
つ
い
て
、
本
文
は

「取
古
歌
詠
新
歌
事
、
五
句
之
中
及
三
句
者

頗
過
分
無
珍
気
、
二
句
之
上
三
四
字
免
之
」
と
か
な
り
詳
し
く
、
さ
ら
に
「年
の

内
に
春
は
来
に
け
り
」
以
下
の
四
つ
の
例
句
を
あ
げ
て

「如
此
類
雖
二
句
更
不

可
詠
之
」
と
記
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
本
書
も
ま
た
本
歌
取
の
基
準
と
し

て
二
句
つ
づ
き
の
形
を
前
提
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
次
に
「
及
三
句
」
以

下
の
解
釈
で
あ
る
が
、
一
往
こ
れ
は
本
歌
取
が
満
三
句
に
な
る
の
を
嫌
ひ
、多
く

。と
も
二
句
余
り
三
四
字
ま
で
に
限
る
こ
と
、
し
か
も
満
三
句
と
は
置
き
所
を
問

は
な
い
で

一
首
の
中
の
合
計
数
と
み
て
差
支
な
い
、
と
い
ふ
や
う
に
も
受
取
ら

れ
る
が
、
し
か
し
お
そ
ら
く
は
さ
う
で
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
即
ち

「
及
三
句
」

は
、
こ
れ
を
普
通
に
解
す
れ
ば
二
句
か
ら
三
句
へ
わ
た
る
意
で
二
句
以
上
幾
字

で
も
よ
く
、
必
ず
し
も
三
句
に
満
つ
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
（注
四
）、
ま
た
さ

う
考
へ
る
と
下
の

「
二
句
之
上
三
四
字
」
の
意
味
と
の
関
係
か
ら
み
て
、
こ
こ

は
本
歌
さ
な
が
ら
に
つ
づ
け
て

「
及
三
句
」
と
解
す
る
の
が
穏
当
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
歌
取
は
、
つ
づ
け
て
は
二
句
を
限
度
と
し
て

「
及

三
句
」
こ
と
を
避
け
よ
と
し
た
わ
け
で
、
も
し
二
句
以
上
を
取
ら
う
と
す
る
な

ら
字
句
を
隔
て
れ
ば
（例
へ
ば
初
二
句
と
第
四
句
と
い
ふ
風
に
￥
一四
字
は
許
す
。

し
か
し
所
詮
は
三
句
に
満
つ
る
こ
と
を
禁
ず
る
と
い
ふ
の
が

「
二
句
之
三
四
字

免
之
」
の
意
味
で
あ

っ
た
と
思
ふ
。

と
こ
ろ
で
前
述
の
や
う
に
本
書
が
旬
の
置
き
所
に
つ
い
て
ふ
れ
な
い
の
は
、

近
代
秀
歌
と
同
様
、
置
き
所
を
変
へ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
、
置
き
所
を
変
ヘ

る
な
ら
許
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
合
意
す
る
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
し
か

し
少
く
と
も
本
歌
取
の
手
法
を
論
じ
た
こ
れ
ら
の
部
分
に
関
す
る
限
り
、
両
書

は
論
点
の
お
き
方
、
叙
述
の
運
び
に
お
い
て
か
な
り
異
っ
て
を
り
、
い
ち
い
ち

対
応
さ
せ
て
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
の
で
、
こ
の
問
題
も
本
書

の
方
は
句
の
置
き
所
に
か
か
は
ら
な
い
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
か
り
に
置
き
所
を
変

へ
る
と
し
て
も
結
論
に
変
化
は
な
い
も
の
と
解
し
た
い
。

次
の
問
題
は

「
同
事
」
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
前
文
に
つ
づ
け
て

「猶
案
之
、

以
同
事
詠
古
歌
詞
頗
無
念
欺
」
と
い
ふ
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
同
事
と
は
同
心
、

つ
ま
り
同
じ
風
情

・
着
想
の
意
味
に
と
っ
て
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。
併
せ
て
右

の
一
条
に
つ
づ
け
て

「以
四
季
歌
詠
恋
雑
歌
、
以
恋
雑
歌
詠
四
季
歌
」
と
あ
る

の
は
い
は
ゆ
る

「
ひ
き
な
す
」
こ
と
で
、
同
心
と
同
題
と
の
回
避
を
兼
ね
た
最

良
の
手
法
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
同
心
、
同
題
の
禁
制
と
前
記
句
数
と
の
関

係
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
句
数
の
説
を

「猶
之
ヲ
案
ズ
ル
ニ
」
で
承
け
て
（注
五
）、

「如
此
之
時
無
取
古
歌
之
難
歎
」
と
結
ぶ
文
脈
か
ら
推
せ
ば
両
者
と
も
に
本
歌
取

に
必
要
な
条
件
と
み
て
そ
の
相
具
を
期
し
て
ゐ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
京
極
被

遣
粟
田
口
大
納
言
消
息
に
「
亡
父
不
許
候
事
」
と
し
て

「
三
代
集
己
下
古
歌
之
三

句
を
取
渡
て
用
自
歌
事
、
同、
題、
同、
心
殊、
禁
制
候
」
⌒餅
嶋
砂
略
揮
請
衣
）と
あ
る
の
を
参

照
（注
六
）す
る
こ
と
が
で
き
る
霜
朴
鵡
紗
燃
糠
糀
ダ
０
つ月
電
「
朴
証
”
卦
難
聾
矧
臨
参「販
）。

か
う
考
へ
る
と
詠
歌
之
大
概
で
は
句
数
を
説
い
て
句
の
置
き
所
を
変
へ
る
こ

と
を
条
件
と
し
な
か
っ
た
代
り
に
、
同
心
同
題
を
避
け
る
こ
と
を
条
件
と
し
た

と
い
は
れ
よ
う
。
お
も
ふ
に
本
歌
取
の
難
の
う
ち
最
大
の
も
の
が
こ
の
二
つ
に

当
る
こ
と
は
歌
論
や
判
詞
の
教
へ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
代
秀
歌
と
詠
歌
之
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大
概
と
が
―
―

一
見
概
し
て
用
字
の
違
ひ
ば
か
り
か
と
思
は
れ
る
程
の
類
似
を

示
し
な
が
ら
、
仔
細
に
み
れ
ば
こ
の
二
つ
の
難
に
つ
い
て
禁
制
を
分
ち
も
っ
て

ゐ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
両
者
は
か
う
し
た
差
異

を
も
ち
な
が
ら
、
い
づ
れ
も
二
句
つ
づ
き
を
基
準
と
し
、
か
つ
そ
れ
を
限
度
と

す
る
こ
と
に
変
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

詠
歌
之
大
概
は
進
ん
で

「あ
し
ひ
き
の
山
郭
公
」
以
下
枕
詞
に
つ
づ
く
二
句

の
例
五
つ
を
あ
げ
て

「雖
何
度
不
憚
之
」
と
注
し
、
さ
ら
に

「年
の
内
に
春
は

来
に
け
り
」
以
下
の
四
例
を
あ
げ
て

「雖
二
句
更
不
可
詠
之
」
と
注
す
る
。
こ

れ
は
前
文
で
句
数
の
規
定
に
加
へ
て
さ
ら
に
同
心
を
避
け
る
こ
と
を
課
し
た
の

に
対
し
、
そ
の
例
外
と
な
る
べ
き
二
つ
の
場
合
を
示
し
た
も
の
で
、
前
者
は
二

句
が
常
に
無
条
件
に
許
さ
れ
る
場
合
、
後
者
は
逆
に
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
場
合

で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
句
の
置
き
所
に
か
か
は
ら
な
い
こ
と
が
こ
こ
で

も
や
は
り
前
提
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
、
前
者
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
後
者
即
ち

名
歌
の
初
二
句
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
取
り
用
い
る
こ
と
は
旬
の
置
き
所
の
如

何
を
間
は
ず
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
さ
う
と
す
れ
ば
近
代
秀
歌
に

み
え
る
同
様
の
例
句
と
較
べ
て
本
書
の
禁
制
は
よ
り

一
層
厳
し
い
と
い
ふ
こ
と

に
な
る
。
お
も
ふ
に
近
代
秀
歌
と
本
書
と
で
は
例
句
に
多
少
の
出
入
は
あ
る
が

格
別
意
味
の
あ
る
変
更
と
は
思
は
れ
な
い
の
で
、
両
者
の
文
意
に
か
な
り
の
ず

れ
の
生
ず
る
右
の
解
釈
は
な
ほ

一
考
を
要
す
る
も
の
が
あ
ら
う
。
し
か
し
本
文

に
従
ふ
限
り
や
は
り
こ
れ
を
と
る
の
が
私
に
は
穏
当
と
思
は
れ
る
。

以
上
で
本
歌
取
の
説
の
注
解
を
了
へ
る
が
、
本
書
が
こ
の
た
め
に
そ
の
叙
述

の
過
半
を
割
い
て
ゐ
る
こ
と
は
近
代
秀
歌
に
も
ま
し
て
印
象
的
で
あ
る
。
い
っ

た
い
本
歌
取
の
こ
と
は
、
こ
の
前
後
の
論
書
に
限
っ
て
も
、
無
名
抄
、
八
雲
御

抄
、
詠
歌

一
体
な
ど
に
み
え
、
そ
れ
ぞ
れ

「古
歌
を
取
る
事
」
の
一
条
を
設
け

て
ゐ
る
が
、
後
の
二
者
な
ど
明
ら
か
に
新
作
に
劣
る
と
い
ふ
扱
ひ
で
、
本
書
な

ど
と
は
傾
向
の
か
な
り
異
る
も
の
が
あ

っ
た
。
こ
こ
に
は
稿
を
改
め
て
論
ず
ベ

き
重
要
な
問
題
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
が
、
要
を
摘
ん
で
い
へ
ば
、
も
と
本
歌
取
の

目
標
は
俊
頼
髄
脳
特
に
奥
義
抄
の
明
記
す
る
通
り

「古
き
歌
の
心
」
を

「詠
み

だ
に
ま
し
て
ば
憚
る
ま
じ
き
な
り
」
と
し
て
取
る
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
風
情
の
た

め
の
本
歌
取
で
あ
り
、
お
の
づ
か
ら
必
要
悪
位
に
し
か
み
な
さ
れ
な
い
も
の
で

あ

っ
た
が
反
部
に
観
無
臨
電
あ一林
）ヽ
　
こ
れ
に
対
し
て
新
し
い

「
さ
ま
」
の
創
造
即

ち

「余
情
妖
艶
」
の
た
め
の
本
歌
取
を
標
榜
し
て
原
理
の
変
革
を
迫

っ
た
の
が

新
風
で
あ

っ
た
と
い
へ
る
。
し
か
も
こ
の
立
場
の
今
も
失
は
れ
て
ゐ
な
い
の
が

本
書
や
近
代
秀
歌
の
思
想
の
一
要
点
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

三

さ
て
詠
歌
之
大
概
全
般
の
論
旨
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
考
察
を
冒
頭
の

文
言
に
か
へ
し
た
い
。

こ
こ
に
列
挙
さ
れ
て
ゐ
る

「情
」

「
詞
」

「
風
体
」
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の

規
定
は
、
い
は
ば
表
現
論
の
原
則
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
近
代
に
倣
ふ
こ
と
の

許
さ
れ
て
ゐ
る
の
は

「
風
体
」
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て

「遮
代
之
人
所
詠

出
之
心
詞
雖

一
句
謹
可
除
棄
之
」
と
論
断
し
、
次
い
で
対
照
的
に

「古
人
歌
」

を
呼
び
起
す
と
と
も
に
問
題
を

「
詞
」
の
上
に
し
ぼ

っ
て
く
る
。

「
古
人
歌
」

を
指
向
す
る
も
の
が

「
詞
」
と

「風
体
」
と
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
専

ら
と
す
る
の
が

「
詞
」
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
前
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
（後
述
）。
そ
こ
で

「於
古
人
歌
者
多
以
共
同
詞
詠
之
、
己
為
流
例
」
と
説
明

し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
意
は
単
な
る
古
詞
の
使
用
か
ら
奥
義
抄
の

「盗
古
歌
」
、
さ
ら
に
こ
れ
と
同
様
の
事
態
を
論
じ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
八
雲
御

抄
の

「本
歌
取
る
や
う
と
し
も
な
く
て
少
し
を
変
へ
て
詠
め
る
も
多
し
」
と
い

は
れ
る
や
う
な
事
実
に
至
る
ま
で
を
含
む
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
れ
を
承
け



て

「
但
取
古
歌
詠
新
歌
事
」
と
示
さ
れ
る
の
が
近
代
の
自
覚
さ
れ
た
手
法
と
し

て
の
い
は
ゆ
る
本
歌
取
で
あ

っ
た
と
思
ふ
。

か
う
考
へ
る
と
本
歌
取
の
説
は
詞
に
関
す
る
前
述
の
原
則
的
な
主
張
の
一
局

限
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
用
詞
法
と
し
て
は
最
も
尖
鋭
な
手
法
に
関
す
る
説
で

あ
る
と
い
ふ
意
味
で
詞
の
論
の
中
心
に
浮
び
上
っ
て
ゐ
る
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
詞
の
論
こ
そ
文
末
に

「染
心
於
古
風
、
習
詞
於
先
達
」

と
結
論
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
、
も
と
も
と
本
書
を
構
成
す
る
二
つ
の
主
要
な
論
点

の
う
ち
の
一
つ
に
当

っ
て
ゐ
た
も
の
で
、
こ
れ
が
お
そ
ら
く
本
歌
取
の
た
め
に

過
半
の
叙
述
の
割
か
れ
た
理
由
で
あ

っ
た
ら
う
。

「
詞
」
の
論
と
は

「
詞
以
旧
可
用
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
こ
の
限
り
で
は

近
代
秀
歌
の
所
説
と
い
さ
さ
か
も
変
ら
な
い
が
、
本
書
で
は
別
に
や
や
詳
し
い

注
記
を
加
へ
て
ゐ
る
の
が
特
異
で
あ
る
。
即
ち

「
詞
不
可
出
三
代
集
先
達
之
所

用
、
新
古
今
古
人
歌
同
可
用
之
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
注
文
の
訓
み
や

解
釈
に
は
す
で
に
問
題
が
あ

っ
た
。
し
か
し
例
へ
ば
霊
元
院
の
御
講
釈
（注
七
）

に
よ
れ
ば
―
―
三
代
集
の
中
で
も
悪
し
き
詞
を
退
け
て
先
達
の
用
ひ
る
と
こ
ろ

の
佳
き
詞
ば
か
り
を
用
ひ
よ
。
ま
た
新
古
今
集
は
後
拾
遺
以
後
千
載
ま
で
の
諸

撰
集
と
異
り
、
上
古
の
歌
ま
で
も
収
め
て
ゐ
る
か
ら
、
三
代
集
と
等
し
く
こ
れ

を
用
ひ
よ
、
の
意
で
あ
る
と
解
き
、
従

っ
て
訓
み
も

「
三
代
集
」
で
切
り
、
ま

た

「先
達
之
所
用
ナ
リ
」
で
切
る
説
を
退
け
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
大
凡
文
意
を

正
し
く
博

へ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
な
ほ
蛇
足
を
加
へ
る
と
、

「新
古
今

古
人
歌
」
と
は
新
古
今
集
の
内
の
古
人
の
歌
と
解
さ
れ
る
の
で
、

「
三
代
集
先

達
之
所
用
」
も
三
代
集
の
内
の
先
達
之
所
用
の
意
と
み
て
よ
く
、
訓
み
も

「
三

代
集
ノ
、
先
達
用
ュ
ル
所
ヲ
」
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で

「
先
達
」
と
は
次
の
，風

体
」
の
規
定
に
み
え
る

「先
達
」
と
同
じ
く
、

「
不
論
古
今
遠
近
」
の
堪
能
上

手
を
さ
す
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
新
古
今
集
撰
者
は
も
と
よ
り
先
達
と
よ
ん
で
よ

く
、
従

っ
て
新
古
今
集
の
内
の
古
人
の
歌
と
は
先
達
之
所
用
（所
撲
）
の
古
人
の

歌
の
意
味
で
も
あ

っ
た
ら
う
。
の
み
な
ら
ず
こ
れ
が
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
が

―
―
新
古
今
集
は
古
今

。
後
撰
両
集
に
含
ま
れ
る
制
作
時
期
、
い
ひ
か
へ
れ
ば

後
撰
以
前
万
葉
期
ま
で
の
歌
を
後
拾
遺
集
以
後
の
四
代
集
を
隔
て
て

（多
少
の

例
外
は
あ
る
が
）、
は
じ
め
て
採
択
し
た
撰
集
で
あ
る
か
ら
、
「古
人
歌
」
と
は

こ
の
場
合
右
の
範
囲
の
歌
人
の
歌
に
限
定
し
て
考
へ
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
つ

ま
り
三
代
集
の
伝
統
を
復
興
し
た
点
に
め
ど
を
置
い
た
の
が
文
意
で
あ

っ
た
と

思
ふ
。
さ
う
と
す
れ
ば

「新
古
今
古
人
歌
」
と
は
先
達
の
用
ゆ
る
（撰
ぶ
）と
こ

ろ
の
三
代
集
と
同
時
期
の
歌
を
意
味
し
、
上
に
先
達
の
用
ゆ
る
と
こ
ろ
の
三
代

集
と
い
ふ
の
と
対
象
の
範
囲
を
等
し
く
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
「
詞
」
の

論
の
復
古
主
義
が
意
味
す
る

「古
」
と
は
三
代
集
並
び
に
万
葉
期
を
さ
し
、
し

か
も
こ
の
場
合
の
万
葉
期
と
は
―
―
拾
遺
集
や
新
古
今
集
所
収
の
万
葉
歌
の
多

く
が
万
葉
集
以
外
の
間
接
資
料
に
基
き
、
と
く
に
人
麿
、
赤
人
、
家
持
ら
著
名

歌
人
の
歌
の
典
拠
は
主
に
歌
仙
家
集
で
あ

っ
た
こ
と
（注
八
）を
顧
れ
ば
、
歌
仙

家
集
的
世
界
の
も
の
と
し
て
の
万
葉
集
と
概
括
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ら

う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
世
界
の
中
で
先
達
の
厳
選
を
経
、
慣
用
さ
れ
て
き
た
歌

が
ま
さ
し
く

「
詞
」
の
論
の
目
標
で
あ

っ
た
。

次
に
考
察
を
文
末
の

「常
観
念
古
歌
之
景
気
可
染
心
」
以
下
の
文
言
に
縛
ず

る
と
、
こ
こ
に
見
習
ふ
べ
き
手
本
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
ゐ
る
の
が
三
代
集
と
伊

勢
物
語
、
そ
れ
に
コ
二
十
六
人
集
之
内
殊
上
手
歌
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

「古
歌
」

の
範
囲
は
大
凡
前
記

「
詞
」
の
範
囲
と
か
さ
な
る
こ
と
が
分
る
。
そ
れ
に
し
て

も

「
可
染
心
」
と
い
は
れ
る

「古
歌
之
景
気
」
と
は
何
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は

後
に

「染
心
於
古
風
、
習
詞
於
先
達
」
と
あ
る

「古
風
」
に
相
当
す
る
用
法
と

思
は
れ
る
の
で
、
第

一
に

「
詞
」
と
は
対
照
的
に
、
作
者
の

「心
」
に
指
向
さ

れ
る
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
第
二
に
は
、
冒
頭
で

「情
以
新
為



先
」
と
は
い
は
れ
る
や
う
な

一
種
の
「
心
」
が
指
向
す
る
も
の
と
は
全
く
方
向
を

逆
に
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ

っ
た
。
こ
の

「新
」
を
求
め
る

「情
」
と
は
い

は
ゆ
る
風
情
で
、
着
想

・
趣
向
の
意
味
に
当
る
こ
と
は
改
め
て
注
釈
す
る
ま
で

も
な
い
が
、
そ
れ
と
は
逆
に

「古
風
」
を
指
向
す
る

「
心
」
と
い
へ
ば
表
現
論

に
お
い
て

一
層
根
本
的
な
心
の
あ
り
や
う
を
考
へ
る
外
は
な
く
、
そ
れ
は
風
情

の
心
そ
の
も
の
を
も
反
省
し
規
制
し
う
る
や
う
な
心
で
あ

っ
た
と
思
ふ
。

と
こ
ろ
で

「景
気
」
と
は
、
明
瞭
に
限
定
で
き
な
い
や
う
な
、
し
か
も

一
首

の
全
体
に
関
す
る
様
態
で
あ
る
の
が
普
通
で
、
無
名
抄
や
こ
と
に
は
俊

成
が

「姿
」
に
関
し
て
用
ひ
た
用
法
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
の
そ
れ
は

「風
情
」
よ
り

一
層
根
本
的
な
心
に
指
向
さ
れ
る
様
態
で
、
具
体
的
に
そ
の
著
し

い
場
合
を
示
せ
ば

「時
節
之
景
気
、
世
間
之
盛
衰
」
や

「物
由
」
を
知
る
こ
と

に
か
か
は
る
も
の
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
か
う
い
ふ
対
境
を
識
る
心
の
働
き
に
支
ヘ

ら
れ
た
表
現
の
一
様
態
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

「時
節
之
景

気
、
世
間
之
盛
衰
」
と
は
四
季
歌
の
対
象
と
な
る
自
然
の
風
物
、
ま
た
離
別

・

哀
傷

・
藩
旅
そ
の
他
雑
歌
や
恋
歌
の
対
象
と
な
る
人
事
の
変
遷

。
哀
歓
で
あ
ら

う
し
、

「知
物
由
」
と
は
明
月
記
に
散
見
す
る
用
例
（注
九
）
か
ら
推
せ
ば
世
法

。
人
倫

。
人
情

・
有
職

。
故
実
に
互
っ
て
是
非
を
弁

へ
道
理
を
知
る
こ
と
で
あ

り
、
前
二
者
と
含
み
あ
ふ
点
も
少
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
文
集
特
に
前
集
中
の

全
詩
篇
（注

一
〇
）が
平
易
か
つ
豊
麗
な
表
現
に
よ
っ
て
捉
へ
た
漢
詩
的
世
界
の

内
部
風
景
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
和
歌
の
世
界
本
来
の
も

の
で
も
あ

っ
た
こ
と
は
例
へ
ば
古
今
集
仮
名
序
が

「
し
か
あ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、

さ
ざ
れ
石
に
た
と
へ
」
以
下
に
綿
々
と
描
写
し
て
ゐ
る
の
を
み
て
も
明
ら
か
で
、

注
文
が
却

っ
て

「和
歌
之
心
」
と
記
し
て
ゐ
る
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

従

っ
て
景
気
と
は
、
文
集
の
詩
に
印
象
深
く
刻
ま
れ
て
ゐ
る
如
上
の
詩
的
世
界

の
諸
風
景
ば
か
り
で
な
く
、　
一
般
に

「和
歌
之
心
」
と
い
は
れ
る
や
う
な
歌
の

世
界
の
種
々
相
に
つ
い
て
、
そ
の
捉
へ
方
、
ま
た
そ
の
場
合
の
感
情

・
思
想
の

動
き
や
様
態
ま
で
を
も
含
め
て
さ
し
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。
さ
う
と
す
れ
ば
か

う
い
ふ
景
気
の
伝
統
的
に
確
立
さ
れ
た
も
の
が
い
は
ゆ
る
本
意
で
あ
る
こ
と
も

明
ら
か
で
、
右
の
文
意
は
本
意
の
深
い
領
会
を
要
請
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
か

っ
た
で
あ
ら
う
。
本
意
を
識
る
た
め
に
は
こ
れ
を
伝
統
の
う
ち
に
探
る
以
外
に

方
法
は
な
く
、
従

っ
て
こ
の
場
合
三
代
集
や
伊
勢
物
語
、
歌
仙
家
集
な
ど
の
古

歌
の
味
読
が
す
す
め
ら
れ
た
の
も
当
然
で
あ
る
が
、
ま
た

一
方
そ
れ
を
識
る
心

も
前
述
の
や
う
な
風
情
と
よ
ば
れ
る
技
術
的
に
限
定
さ
れ
た
心
で
あ
る
筈
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
常
に
停
滞
と
固
定
と
に
傾
き
が
ち
で
あ
る
と
共
に
奇
矯
に
も

走
り
が
ち
な
風
情
の
心
を
本
意
の
真
の
あ
り
や
う
に
照
し
て
刷
新
し
、
ま
た
は

馴
致
す
る
心
に
か
か
は
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
さ
う
い
ふ
事
態
を
指
摘
す
る
文

言
が

「常
観
念
古
歌
之
景
気
可
染
心
」
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

お
も
ふ
に
風
情
と
如
上
の
心
と
の
間
の
対
立
、
そ
の
関
係
の
新
し
い
組
み
替

へ
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
三
代
集
以
後
の
和
歌
改
革
に
お
い
て
常
に
繰
返
さ

れ
て
き
た
自
覚
の
方
式
で
あ

っ
た
。
無
名
抄
が
新
風
期
に
つ
い
て
、

「中
古
の

体
は
学
び
や
す
く
し
て
し
か
も
秀
歌
は
難
か
る
べ
し
。
詞
古
り
て
風
情
ば
か
り

を
詮
と
す
べ
き
故
な
り
。
今
の
体
は
習
ひ
が
た
く
し
て
よ
く
心
得
つ
れ
ば
詠
み

や
す
し
。
そ
の
さ
ま
珍
ら
し
き
に
よ
り
て
姿
と
心
と
に
わ
た
り
て
興
あ
る
べ
き

故
な
り
」
と
称
讃
し
た
の
も
そ
れ
で
あ
る
し
、
ま
た
八
雲
御
抄
が
近
代
の
歌
体

を
評
し
て
、

「風
雲
草
木
の
、
時
に
つ
け
て
変
る
姿
を
思
ひ
て
風
情
を
求
め
詠

む
こ
と
は
誰
も
同
じ
こ
と
な
れ
ど
、
心
の
至
る
と
至
ら
ざ
る
と
な
り
（中
略
）。

あ
ま
り
に
入
り
た
ち
て
き
と
聞
く
人
の
さ
も
と
思
は
ぬ
風
情
は
思
ひ
や
り
た
る

風
情
に
は
劣
る
な
り
」
と
い
ふ
の
も
そ
れ
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
奇
矯
に
走
る
風

情
へ
の
批
判
を
兼
ね
て
ゐ
る
が
、　
一
方
停
滞
し
固
定
す
る
風
情
を
批
判
す
る
も

の
が

「情
以
新
為
先
」
と
い
ふ
冒
頭
の
文
言
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。



か
う
考
へ
る
と
風
情
へ
の
反
省
は
本
意
そ
の
も
の
の
反
省
に
支

へ
ら
れ
、
そ

れ
を
根
拠
と
し
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
本
意
の
反
省
と
は
こ
の

場
合
、
本
意
自
体
の
真
実
さ
を
改
め
て
問
ひ
た
だ
す
こ
と
で
は
な
く
、
逆
に
そ

の
真
実
さ
に
対
す
る
信
頼
を
前
提
と
し
、
そ
の
制
約
を
十
分
に
受
け
い
れ
な
が

ら
、
し
か
も
そ
の
内
で
自
己
の
感
情

・
思
想

。
想
像
力
の
限
り
を
尽
し
て
こ
の

世
界
を
全
人
的
に
生
き
て
み
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
時
本
意
は
単
な
る
社
会

的
制
約
と
し
て
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
の
実
感
や
思
索
で
充
足
さ
れ
た

一
世

界
と
し
て
蘇
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ら
う
。
細
谷
直
樹
氏
も
引
い
て
ゐ
ら
れ
る

が

⌒糠
散
野
駄
婁
該
学
）ヽ
　
為
兼
卿
和
歌
抄
が
定
家
の
語
と
し
て
掲
げ
て
ゐ
る
三
段

階
の
詠
歌
態
度
の
う
ち
究
極
の
も
の
と
さ
れ
る

「
な
ほ
深
く
な
り
て
は
や
が
て

上
陽
人
に
な
り
た
る
心
地
し
て
な
く
な
く
故
郷
を
も
恋
し
う
思
ひ
、
雨
を
も
聞

き
あ
か
し
、
朝
夕
に
つ
け
て
堪
へ
し
の
ぶ
べ
き
心
地
も
せ
ざ
ら
む
と
こ
ろ
を
も

よ
く
よ
く
な
り
か
へ
り
み
て
、
そ
の
心
よ
り
詠
ま
む
歌
こ
そ
あ
は
れ
も
深
く
徹

り
、
う
ち
み
る
ま
こ
と
に
こ
た
へ
た
る
と
こ
ろ
も
侍
る
べ
け
れ
」
と
い
ふ
の
も

こ
れ
で
あ
る
が
、
併
せ
て
為
兼
が
こ
の
語
を
釈
し
て

「
さ
れ
ば
恋
の
歌
を
ば
ひ

き
か
つ
ぎ
て
人
の
心
に
代
り
て
も
な
く
な
く
そ
の
心
を
思
ひ
や
り
て
詠
み
け
る

と
ぞ
。
か
や
う
に
む
か
は
ぬ
人
の
歌
は
さ
は
さ
は
と
も
お
も
し
ろ
き
や
う
な
る

は
あ
れ
ど
、
い
か
に
ぞ
い
ふ
の
そ
ひ
、
勢
ひ
の
深
き
こ
と
は
な
く
て
古
歌
に
変

れ
る
こ
と
な
り
」
と
記
す
の
も
参
考
さ
れ
る
。
し
か
し
限
界
の
ま
さ
に
こ
の
点

に
あ

っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
、
本
意
を
越
え
て
直
接
物
そ
の
も
の
の
真
に
追
り
、

こ
れ
を
改
め
て
見
直
し
構
成
し
直
す
程
に
は
対
境
に
対
し
て
も
自
己
に
対
し
て

も
自
由
で
な
か
っ
た
し
、
そ
の
意
味
で
は
真
に
根
本
的
で
な
か
っ
た
と
批
判
さ

れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
中
世
詩
そ
の
も
の
の
根
本
課
題
と
し
て
別
に
省
察
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

か
う
考
へ
る
と

「常
観
念
古
歌
之
景
気
可
染
心
」
と
い
ふ
教
へ
は
必
ず
し
も

斬
新
で
は
な
い
が
、
し
か
し
当
時
と
し
て
最
も
徹
底
し
た
和
歌
の
才
学
で
あ

っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
才
学
を
直
ち
に
制
作
論
に
移
せ
ば
、
毎
月

抄
の
い
は
ゆ
る
「
一
境
に
入
ふ
す
」、
あ
る
い
は
後
鳥
羽
院
御
回
伝
の

「近
代
あ

ま
り
に
境
に
入
り
す
ぎ
て
」
な
ど
い
は
れ
る
方
向
に
展
開
す
る
こ
と
は
自
明
で

あ
り
、
そ
れ
は
本
意
へ
の
反
省
と
常
に
共
存
し
た
制
作
態
度
、
手
順
で
あ

っ
た

と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
さ
う
い
ふ
境
、

「
和
歌
之
心
」
の
あ
り

や
う
に
対
す
る
深
い
領
会
を
才
学
と
し
て
要
請
す
る
と
こ
ろ
に
立
場
が
あ

？
た

と
い
は
れ
よ
う
。

「景
気
」
に
つ
い
て
な
ほ
留
意
し
た
い
こ
と
は
、
そ
の
手
本
と
し
て
掲
げ
ら

れ
た
三
代
集
、
歌
仙
家
集
な
ど
が
前
述
の
通
り

「詞
」
の
規
定
に
も
合
致
す
る

点
で
、　
一
般
に
は
両
者
が
常
に
さ
う
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
八
雲
御
抄
な
ど
が

「
凡
そ
歌
の
仔
細
を
深
く
知
ら
む
に
は
万
葉
集
に
過

ぎ
た
る
も
の
あ
る
べ
か
ら
ず
。
歌
の
さ
ま
を
広
く
心
得
む
に
は
古
今
第

一
な
り
。

詞
に
つ
き
て
不
審
を
ひ
ら
く
方
は
源
氏
物
語
に
す
ぎ
た
る
は
な
し
」
と
記
す
の

を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「仔
細
」
と
は
同
書
の
他
の
用
語
に
よ
れ
ば
お
そ

ら
く
歌
の

「深
き
心
」
で
あ
り
、

「和
歌
之
心
」
と
別
の
も
の
で
は
な
か
っ
た

で
あ
ら
う
が
、
「
さ
ま
」
「
詞
」
と
は
互
ひ
に
異
る
才
学
に
属
す
る
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
較
べ
る
と
本
書
に
お
け
る

「
三
代
集
先
達
之
所
用
」
の
説
が

い
か
に
筆
者
に
と
っ
て
絶
対
で
あ
っ
た
か
が
分
る
の
で
あ
る
。
次
い
で
留
意
さ

れ
る
の
は
右
の
課
題
を
追
求
す
る
た
め
に

「
詞
」
と

「景
気
」
と
が
と
く
に
基

本
的
な
契
機
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
近
代
秀
歌
が

「
詞
」

と

「
さ
ま
」
と
の
一
体
的
な
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
の
に
な
ぞ
ら
へ
る
こ
と
が

で
き
る
。
お
そ
ら
く
両
書
は
思
索
の
手
順
こ
そ
ち
が
へ
、
指
向
は

一
つ
で
あ
っ

た
と
も
い
へ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
別
の
課
題
に
し
て
お
き
た
い
。



四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

詠
歌
之
大
概
の
本
文
を
注
解
し
ょ
う
と
し
た
本
稿
の
意
図
は
ほ
ぼ
以
上
で
尽

き
る
の
で
あ
る
が
、
つ
い
で
を
か
り
て
普
通
本
書
に
附
載
さ
れ
て
ゐ
る

「秀
歌

之
体
大
略
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
本
篇
に
対
す
る
附
載
歌
と
み
る
立
場
で
考
察

し
て
お
き
た
い
。

如
上
本
篇
の
眼
目
が
詞
、
三示
気
を
通
じ
て

「
三
代
集
先
達
之
所
用
、
新
古
今
古

人
歌
」
に
倣
ふ
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
附
載
歌
も
ま
た
こ
の
線
に
沿
う
て

選
択
さ
れ
る
の
が
順
道
で
あ

っ
た
ら
う
。
し
か
し
実
際
は
さ
う
で
な
く
、
八
代

集
全
般
に
及
ん
で
ゐ
る
の
で
意
図
は
お
の
づ
か
ら
別
の
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
と
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
実
際
に
適
合
す
る
主
張
を
本
文
の
中
に
求
め
る

と

「風
体
可
数
堪
能
先
達
之
秀、
歌、

宜不．
籍

可古．
妙

其遠。
体近．
見

」
と
い
ふ
規
定
が
該
当
す
る

わ
け
で
あ
る
。

「秀
歌
之
体
大
略
」
と
い
ふ
称
呼
も
そ
の
こ
と
を
裏
書
す
る
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
さ
う
と
す
れ
ば
こ
の
附
載
歌
は
本
篇
の
眼
日
と
は
別
に
、

一
般
に
例
歌
の
な
ら
ひ
に
従

っ
て
風
体
（姿
）
の
基
準
、
そ
の
種
々
相
を
教
へ
る

も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
秀
歌
之
体
大
略
は
近
代

秀
歌
自
筆
本
の
附
載
歌
と
同
様
に
、
定
家
の
八
代
抄
公
一四
代
集
）
か
ら
選
出
さ

れ
て
ゐ
る
の
で
、
大
綱
は
同
書
の
撰
歌
方
針
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
た
か
と
推
察
さ

れ
る
が
、
幸
ひ
八
代
抄
に
は
そ
の
撰
歌
の
態
度
に
ふ
れ
た
定
家
の
奥
書
が
み
え

る
の
で
、
そ
の
要
点
を
と
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。

奥
書
の
全
文
は

「随
僅
覚
悟
暗
書
連
此
歌
、
更
不
撰
秀
逸
⌒柱
わ
臨
時
が
晰
）、
自

古
以
来
在
人
口
古
賢
秀
歌
自
然
忘
却
不
書
之
、
さ
く
ら
ち
る
木
の
下
風
は
さ
む

か
ら
で
（以
下
例
句
略
）此
等
之
類
也
。
況
於
中
古
以
後
哉
、
更
不
可
遺
人
之
恨
、

叉
不
可
有
傍
難
、
只
以
愚
鈍
之
性
注
所
話
誦
許
也
」
⌒秋
罐
塩
教
庫
）
と
い
ふ
の
で
あ

る
が
、
は
じ
め
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
文
中
に

「一語
誦
」

「自
然
忘

却
」
等
の
文
字
が
措
か
れ
て
ゐ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
本
書
の
編
纂

。
排
列
の
実

際
（注

一
一
）
や
其
後
定
家
が
本
書
に
よ
せ
た
愛
重
の
ほ
ど
な
ど
か
ら
推
せ
ば
、

歌
の
採
択
も
十
分
意
識
的
か
つ
慎
重
で
あ

っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
う
と
す
れ
ば
こ
の
文
章
か
ら
二
つ
の
問
題
が
引
き
出
さ
れ
る
。

第

一
は
、

「古
賢
」
と

「中
古
以
後
」
と
に
扱
ひ
の
差
が
み
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。

「中
古
以
後
」
は
後
拾
遺
以
後
千
載
ご
ろ
ま
で
と
考
へ
る
の
が
正
治
頃

か
ら
の
通
念
で
あ
ら
う
か
ら

蘇
籍
珈
妙
生
、

「古
賢
」
は
い
き
は
ひ

「
上
古
」

即
ち
三
代
集
と
そ
れ
以
前
と
に
相
当
す
る
。
そ
し
て
定
家
の
選
択
は

「古
賢
」

の
秀
歌
に
対
し
て
寛
に
、

「中
古
以
後
」
に
は
厳
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
は

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
詠
歌
之
大
概
が
三
代
集
期
以
前
を
理
想
と
し
た
の

に
対
応
す
る
見
解
で
あ
っ
た
と
い
は
れ
よ
う
。

第
二
は
、
文
中
の

「秀
歌
」

「秀
逸
」
の
こ
と
で
両
者
は
多
く
の
場
合
同
義

と
み
て
よ
く
、
し
か
も
そ
の
意
味
に
は
当
時
と
し
て
通
行
す
る
も
の
が
あ
り
、

幾
つ
か
類
型
化
し
た
属
性
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
要
約
す
れ
ば
人
口
に

檜
矢
さ
れ
た
名
歌
と
い
へ
る
こ
と
は
、
前
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
⌒紳
泄
散
ぜ
。

と
こ
ろ
が
右
の
奥
書
は
本
抄
の
撰
歌
が
専
ら

「覚
悟
」
つ
ま
り

一
己
の
自
由
な

方
針
や
評
価
に
従

っ
て
、
秀
歌

・
秀
逸
と
い
ふ
伝
承
さ
れ
た
そ
れ
に
は
従
は
ず
、

「古
賢
秀
歌
」
に
つ
い
て
さ
へ
配
慮
の
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
の
で

あ
る
が
、
実
を
い
へ
ば
告
げ
る
と
い
ふ
よ
り
む
し
ろ
釈
明
と
い
ふ
の
が
ふ
さ
は

し
い
や
う
な
語
気
で
あ
る
。
何
故
秀
歌
が
こ
れ
程
ま
で
に
意
識
さ
れ
た
か
、
そ

れ
を
問
ひ
た
く
な
る
や
う
な
文
面
で
あ
る
が
、
晩
年
の
定
家
が
秀
歌
と
い
ふ
伝

承
的
か
つ
社
会
化
さ
れ
た
観
念
に
逢
着
し
ヽ
そ
れ
と
深
い
共
感
に
達
し
た
ら
し

い
こ
と
は
歌
合
の
判
詞
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の

場
合
も
定
家
は
秀
歌
を
慎
重
に
考
慮
し
な
が
ら
、
な
は
あ
へ
て
一
己
の

「覚
悟
」

を
貫
い
た
こ
と
を
こ
の
奥
書
は
強
調
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。



八
代
抄
の
用
途
に
つ
い
て
は
流
布
本
奥
書
に
附
け
ら
れ
て
ゐ
る
定
家
消
息
に
、

「
詞
姿
は
大
略
不
可
過
之
、
此
二
帖
為
本
歌
仰
而
取
用
る
事
は
す
こ
し
も
近
歌

は
見
苦
候
也
」
と
あ
る
の
が
手
が
か
り
で
、
ま
づ
は
詞
と
姿
と
の
手
本
と
す
べ

き
歌
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
併
せ
て
本
歌
取
の
た
め
の
技
術

的
参
考
書
（注

一
二
）と
し
て
の
用
も
、
若
千
の
制
限
さ
へ
加
へ
れ
ば
否
定
し
な

い
わ
け
で
あ
る
。
制
限
に
つ
い
て
は
具
体
的
に

「和
泉
、
赤
染
、
相
模
な
ど
以

往
は
わ
ぶ
わ
ぶ
さ
て
も
候
な
む
。
経
信
卿
以
下
猶
不
可
然
存
候
」
と
も
記
し
て

ゐ
る
が
、
こ
こ
に
後
拾
遺
歌
人
で
あ
る
相
模
の
加
は
っ
て
ゐ
る
の
を

「
わ
ぶ
わ

ぶ
」
と
い
ふ
語
を
掛
酌
し
て
見
許
す
と
す
れ
ば
、
本
歌
取
の
限
界
を
三
代
集
に

お
か
う
と
す
る
意
図
は
著
し
く
、
既
述
の
近
代
秀
歌
の
そ
れ
と
は
ぼ

一
致
す
る

の
で
あ
る
。

八
代
抄
の
用
途
が
以
上
の
点
に
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
秀
歌
之
体
大
略
の
例
歌

が
本
篇
に
お
け
る
風
体
（姿
）
の
規
定
に

一
致
し
て
ゐ
た
の
も
う
な
づ
か
れ
る
こ

と
で
、
例
歌
の
役
割
は
ま
さ
に
風
体
の
基
準
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
れ

に
併
せ
て

「
詞
」
の
手
本
と
し
て
の
意
義
も
、
本
篇
の
あ
の

「
詞
」
の
規
定
に

抵
触
す
る
歌
人
の
歌
を
除
け
ば
、　
一
往
は
八
代
抄
に
準
じ
て
認
め
て
よ
い
か
と

も
思
は
れ
る
が
、
し
か
し
後
に
詠
歌

一
体
が
禁
制
詞
に
入
れ
て
ゐ
る

「花
の
雪

ち
る
」
墾
バゐ
る
嶺
の
」
「末
の
自
雲
」
な
ど
の
歌
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
を
勘
合

す
る
と
、
む
し
ろ
否
定
す
る
の
が
作
者
の
意
図
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま

し
て
本
歌
取
の
技
術
的
参
考
書
と
し
て
の
効
用
と
な
る
と
殆
ん
ど
問
題
の
外
に

お
か
れ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
八
代
抄
に
は
定
家
は
じ
め
新
古
今
時
代
の
歌
人

が
所
依
と
し
た
本
歌
の
殆
ん
ど
が
収
載
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
秀
歌
之
体
大
略
で
は

そ
れ
ら
の
多
く
を
欠
い
て
ゐ
る
か
ら
で
、
こ
の
点
近
代
秀
歌
自
筆
本
の
附
載
歌

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（本
学
教
授
）

（注
）

一　
流
布
本
近
代
秀
歌
の
末
に
、
本
歌
取
の
実
際
を
示
し
て

「是
よ
り
多
く
と
れ
ば
わ
が

詠
み
た
る
歌
と
も
み
え
ず
、
も
と
の
ま
ま
に
み
ゆ
る
な
り
」
と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
、
０

本
歌
の
ま
ま
置
き
所
を
変
へ
ず
に
取
っ
た
場
合
は
、　
一
句
（し
ち
の
は
し
が
き
）
ま
た
は

一
句
と
三
字

（伊
勢
の
浜
荻
を
り
し
き
て
）、
日
置
き
所
を
変
へ
た
場
合
は
初

二
句
を

第
二
。
第
四
旬
に

（笹
の
葉
の
み
山
も
そ
よ
に
）、
あ
る
い
は
下
の
七
七
句
を
七
五
に

つ
づ
め
て
第
二
・
第
三
旬
に
置
く
（す
く
も
た
く
火
の
下
こ
が
れ
）等
と
な
っ
て
ゐ
る
。

一一　
同
様
の
定
家
の
見
解
は
、
無
名
抄

「取
古
歌
事
」
に
記
す
正
治
二
年
九
月
二
十
日
院

当
座
歌
合
の
定
家
の
難
に
み
え
る
。
な
ほ
千
五
百
番
歌
合
の
本
文
は
有
吉
保
氏
校
、
古

典
文
庫
本
に
よ
る
。

〓
一　
源
承
愚
管
抄
二
に

「名
歌
の
初
旬
、
様
に
よ
り
て
主
あ
り
と
申
す
こ
と
あ
り
」
と
い

ふ
評
語
と
参
照
さ
れ
て
よ
い
。

「年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
」
以
下
の
四
例
句
は
表
記

の
通
り
、
名
歌
の
初
二
句
と
い
ふ
こ
と
が
禁
制
の
要
点
と
思
は
れ
る
が
、
愚
管
抄
式
に

い
へ
ば
、

「主
あ
る
詞
」
と
し
て
扱
ふ
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
詠
歌

一
体
な

ど
は
そ
の
解
釈
で
あ
る
が
、
し
か
し
例
へ
ば
広
田
社
歌
合
、
海
上
眺
望
二
三
番
で
俊
成

が

「古
歌

一
二
句
取
る
は
常
の
こ
と
な
れ
ど
、
桜
ち
る
な
ど
お
く
こ
と
は
憚
る
べ
く
侍

る
な
り
」
と
判
じ
て
ゐ
る
の
は
こ
の
場
合
と
く
に
初
含
じ
句
に
限
定
し
て
の
も
の
で
は

な
い
が
、

「名
歌
の
め
で
た
く
侍
れ
ば
」
と
い
ふ
の
が
そ
の
趣
旨
ら
し
く
、

「主
あ
る

詞
」
と
い
ふ
の
と
異
る
や
う
で
あ
る
。
為
世
の
和
歌
用
意
条
々
は
、
定
家
の
意
を
解
い

て

「古
名
歌
の
五
文
字
を
犯
し
つ
れ
ば
披
講
の
時
、
耳
に
立
つ
こ
と
あ
り
」
と
記
し
て

ゐ
る
が
、
か
う
い
ふ
考
へ
は
元
永
元
年
内
大
臣
家
歌
合
恋
七
番
、
俊
頼
判
の

「初
五
文

字
明
言
を
犯
し
た
れ
ば
打
聞
き
に
思
ひ
出
で
ら
れ
ぬ
。
古
人
も
か
や
う
の
詞
去
る
べ
し

と
こ
そ
申
さ
れ
け
れ
」
に
も
既
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
故
実
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
解
釈

と
い
は
れ
よ

，
。
参
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
建
保
五
年
十

一
月
四
日
歌
合
（定
家
後
日
書
詞
￥
〓
一番
判
に

「右
本
歌
の
詞
三
旬
に

及
び
て
侍
れ
ど
下
旬
殊
宜
聞
ゆ
と
て
勝
と
定
ら
れ
侍
り
き
」
と
あ
る
の
は
、
初
二
旬
に

つ
づ
け
て
第
二
句
の
三
字
を
同
じ
く
し
て
ゐ
る
。

五
　
仮
名
本
詠
歌
大
概
は
す
で
に

「猶
こ
れ
を
案
ぜ
よ
」
と
訓
み
、
耳
底
記
の

「詠
歌
大

概
文
字
よ
み
」
に
も

「之
を
案
ぜ
よ
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に

「猶
案
之
」
で
文
を

切
る
の
が
古
注
の
一
般
で
あ
る
。
が
日
本
歌
学
大
系
、
日
本
古
典
文
学
大
系
な
ど
は
い

づ
れ
も
こ
の
三
生
を
下
文
に
付
け
る
。
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ユハ
　
「
三
句
を
取
渡
て
」
と
あ
る
の
は
、
つ
づ
け
て
三
句
を
取
る
意
で
あ
ら
う

（文
永
二

年
亀
山
殿
五
首
御
歌
合
河
月
二
番
判

「
三
旬
に
わ
た
る
に
こ
そ
」
参
照
）。
そ
し
て
三

句
を
取
渡
す
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
禁
制
で
あ
る
が
同
心
同
題
の
難
が
加
は
れ
ば

「殊
禁

制
」
と
い
ひ
掛
酌
の
余
地
の
な
い
こ
と
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
建
保
二
年
八
月
十
六
日
歌

合
五
七
番
の
定
家
判
に

「古
今
の
さ
や
の
中
山
な
か
な
か
に
い
へ
る
本
歌
の
心
（中
略
）

思
ひ
侍
る
所
待
れ
ば
」
と
賞
し
て
ゐ
る
の
は
、
本
歌
の
第
二
。
第
二
句
か
ら
第
四
句
の

二
字
ま
で
を
つ
づ
け
て
、
し
か
も
置
き
所
を
変
へ
ず
に
取
る
も
の
で
あ
る
。
句
数
か
ら

い
へ
ば
禁
制
に
ふ
れ
る
が
、
同
心
同
題
を
避
け
て
ゐ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
、
許
容
さ
れ

た
の
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
千
五
百
番
歌
合

一
八
五
番
の
判
で
俊
成
も
、
置
き
所
を
変
へ

て
は
ゐ
る
が
、
本
歌
の
ま
ま
つ
づ
け
て
二
句
と
三
字
、
他
に
な
は
四
字
を
取
っ
て
ゐ
る

歌
に
対
し
、

「古
今
の
俳
諸
歌
の
心
と
り
て
花
ち
ら
ぬ
森
と
な
さ
ば
や
と
い
へ
る
心
を

か
し
く
聞
え
侍
り
。
」
と
い
つ
て
ゐ
る
の
は
同
心
同
題
を
避
け
て
ゐ
る
点
に
注
目
し
て

ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
い
づ
れ
も
詠
歌
之
大
概
よ
り
寛
大
で
あ
る
が
、
判
詞
の
実
例
は
大

几
こ
の
辺
り
が
限
度
で
あ
る
。

七
　
工只
大
附
属
図
書
館
蔵
中
院
本
に
よ
る
。
本
注
は

「先
達
之
所
用
」
の
釈
義
に
つ
い
て

宗
祗
説
と
後
水
尾
院
説
と
を
対
置
し
、
前
者
に
従
ふ
。

八
　
小
島
吉
雄
博
士

「新
古
今
和
歌
集
の
研
究
」
二
四
三
頁
以
下
。
奥
村
恒
哉
氏

「拾
遺

集
の
万
葉
歌
」
（万
葉
十
四
号
）。

九
　
先
例
故
実
に
明
る
い
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
が
目
に
つ
く
が

（嘉
禄
元
二

一言
二
三

天
福
元
・
七
・
三
〇
、
文
暦
元
・
八
・
三
〇
）、
　
一
般
に
物
事
の
是
非
善
悪
を
判
別
す

る
と
み
え
る
場
合
（嘉
禄
元
。
一
二
・
七
）、
ま
た
人
倫
の
道
（安
貞
元
・
八
・
二
九
）、

人
情
の
真
実
（安
貞
元
・
四
。
一
〇
）を
知
る
こ
と
に
も
か
か
は
る
や
う
で
あ
る
。

一
〇
　
古
注
で
は

「第

一
第
二
峡
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
文
集
の
第

一
四
巻
ま
で
と
す
る

説
と
第
二
〇
巻
ま
で
と
す
る
説
と
が
対
立
す
る
が
、
後
説
に
従
は
れ
る
。
通
憲
入
道
蔵

書
目
録
に
み
え
る
文
集
も
七
峡
七
一
帖
の
系
統
で
あ

つ
た
ら
し
い
。

一
一　
樋
口
芳
麿
氏

「定
家
八
代
抄
と
研
究
」
下
九
六
頁
。

一
一一　
藤
平
春
男
氏

「新
古
今
の
世
界
」
（国
文
学
研
究
二
九
集
￥
≡
一頁
。

（一ハ
一ハ　・　一二　・　一■一）
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