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京

極

歌

風

の

問

題

点

一

玉
葉

。
風
雅
両
勅
撰
集
の
中
核
を
構
成
す
る
京
極
歌
風
に
対
す
る
現
代
の
和

歌
史
的
評
価
は
、
十
三
代
集
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
沈
滞
の
因

・
習
を
破
っ
た
生
新

』』一出穀静』は贖締判共々麒輪』毅嚇燕制霧け』肺篭̈
疇は間翡げ

そ
の
歌
風
研
究
が
深
化
さ
れ
、
従
来
の
成
果
が
よ
り
精
密
に
練
り
上
げ
ら
れ
つ

つ
あ
る
。
京
極
歌
風
の
斯
様
な
美
点
は
、
二
条
歌
風
の
所
謂
平
板
温
雅
な
そ
れ

よ
り
も
、　
一
層
近
代
的
感
覚
に
適
合
し
、
評
価
を
高
か
ら
し
む
る
美
質
と
し
て

決
し
て
否
定
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
が
併
し
そ
れ
は
一
応
そ
れ
と
し

て
、
改
め
て
そ
の
作
品
を
反
読
し
て
み
る
時
、
そ
こ
に
一
抹
の
騎
り
の
射
す
の

も
、
あ
る
い
は
私

一
個
の
幻
覚
か
も
知
れ
な
い
が
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
い
ふ
の
は
、
京
極
歌
風
の
清
新
性
と
い
ふ
観
点
は
、
そ
の
前
提
が
あ
く
ま
で

も
十
三
代
集
の
他
集
、
つ
ま
り
は
二
条
派
系
と
の
比
較
に
立

っ
て
の
そ
れ
で
あ

っ
て
、
京
極
歌
風
の
い
は
ば
内
部
比
較
と
い
ふ
か
、
そ
の
内
部
に
包
蔵
さ
れ
て

ゐ
る

一
種
の
弱
点
を
批
判
す
る
時
、
現
代
の
評
価
に
は
見
落
さ
れ
て
き
た
側
面

が
あ
る
や
う
に
も
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
近
代
以
前
に
お

け
る
両
集

へ
の
批
判
は
、
た
と
へ
ば

「
玉
葉
風
雅
の
二
集
の
異
様
な
る
歌
の
ふ

大

坪

＝
＝
υ

禾

ロ
ロ

‘
率
Ｔ

り

（藤
井
高
尚

・
歌
の
し
る
べ
）
」

「風
雅
は
当
時
も
て
あ
そ
ば
ぬ
集

（細
川

幽
斎

・
聞
書
全
集
ビ
　
「風
体
わ
ろ
き
は
風
雅
集
、
歌
の
わ
ろ
き
は
玉
葉
集
（群

書

一
覧
所
引
、
三
光
院
の
言
）
」

「先
祖
代
々
の
風
を
そ
む
き
、
累
葉
家
々
の

義
を
や
ぶ
り
て
よ
め
る
歌
・詞
を
か
ざ
ら
ず
物
が
た
り
を
す
る
や
う
に
よ
め
る
、

い
ま
や
う
す
が
た
の
歌

（
野
守
鏡
）
」
等
の
如
く
、
近

・
中
世

へ
と
時
代
を
潮

行
す
れ
ば
す
る
程
、辛
辣
度
を
加
へ
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
批
判
を
単
な
る
反
対
派
の
攻
撃
と
し
て
無
視
す
る
よ
り
も
、
京
極
歌

風
の
美
質
を
正
当
に
認
識
す
る
上
に
役
立
た
せ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

考

へ
る
の
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
ら
の
批
判
は
歌
風
に
就
い
て
は
、
必
ず
し
も

一

一
の
歌
に
即
し
て
、
具
体
例
を
挙
げ
て
述
べ
て
ゐ
る
訳
で
は
な
く
、
多
分
に
漠

然
た
る
反
対
の
た
め
の
反
対
の
感
が
な
い
で
も
な
い
。
そ
こ
で
私
は
な
る
べ
く

具
体
的
に
そ
の
問
題
点
を
と
ら
へ
て
所
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
ふ
。

二

京
極
歌
風
に
内
包
さ
れ
た
弱
点
の
一
つ
は
、
発
想
お
よ
び
表
現
の
類
似
と
い

ふ
点
で
あ
る
。

○
夕
日
影
田
面
遥
か
に
飛
ぶ
鷺
の
つ
ば
さ
の
ほ
か
に
山
ぞ
暮
れ
ぬ
る

（風
雅

ｏ
光
厳
院
）



こ
の
歌
に
つ
い
て
安
田
章
生
博
士
は

「
こ
の
鷹
は
、
白
鷺
で
あ
り
、　
一
羽
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
言
は
れ
ね
。
こ
れ
は
或
は
博
士
の
鋭
い
感

受
力
と
詠
歌
修
練
に
よ
る
歌
人
的
直
観
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
文
言
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
私
に
は
そ
れ
以
上
に
学
者
的
研
究
が
基
底
に
あ
っ
て
の
立
言

か
と
思
は
れ
る
。
博
士
は
こ
の
歌
を
こ
の
著
述
の
性
格
か
ら
み
て
秀
歌
と
し
て

取
扱
は
れ
て
居
り
、
上
述
に
続
い
て
精
細
な
鑑
賞
を
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

拙
稿
で
は
右
の
部
分
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
董
に
揚
げ

足
を
と
る
者
が
居
り
、
鷺
が
自
鷺
で
あ
り
一
羽
で
あ
る
論
拠
を
こ
の
歌
の
ど
こ

に
見
出
し
得
る
か
、
鷺
が
例
へ
ば
五
位
鷺
で
あ
り
、
複
数
で
群
を
成
し
て
飛
翔

し
て
ゐ
た
ら
何
故
い
け
な
い
の
か
と
反
問
す
れ
ば
如
何
。
こ
の
反
間
が
こ
ち
た

き
理
屈
で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
所
以
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に

は
他
の
類
歌
を
も
っ
て
す
る
の
が
一
番
よ
い
。
国
枝
利
久
氏
は
○
歌
の
類
歌
と

し
て
、

④
田
面
よ
り
山
も
と
さ
し
て
ゆ
く
鷺
の
ち
か
し
と
見
れ
ば
遥
か
に
ぞ
飛
ぶ

＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
葉

・
伏
見
院
）

を
指
摘
さ
れ
て
ゐ
夕
。
確
か
に
用
語
の
み
を
比
較
し
て
も
田
面

。
逢
か
に
飛
ぶ

・
鷺

・
山
と
類
似
が
多
い
し
、
又

一
首
の
情
景
も
類
似
す
る
。
違
ふ
所
は
、
時

刻
が
不
明
な
の
と
光
線
の
持
続
性
に
乏
し
い
と
い
ふ
点
ぐ
ら
ゐ
で
あ
ら
う
。
た

だ
こ
の
④
歌
か
ら
で
は
鷺
の
種
類
や
数
は
依
然
と
し
て
不
明
で
あ
る
。
従

っ
て

当
面
の
問
題
を
解
く
為
に
は
他
の
類
歌
を
探
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ

の
為
に
も
こ
の
④
歌
の
性
格
を
も
う
少
し
吟
味
し
て
お
い
ね
ば
な
ら
ぬ
。
井
上

豊
氏
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
下
洵
Ｌ

「写
実
の
妙
が
あ
勿
」
と
さ
れ
、
土
岐
善

麿
博
士
も

「玉
葉
写
生
歌
の
極
致
′］

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
詞
書
に
よ
れ
ば

「題
を
さ
ぐ
り
て
人
々
歌
つ
か
う
ま
つ
り
し
つ
い
で
に
、
鷺
を
」
と
あ
り
、
実

景
の
写
生
と
考
へ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
観
念
化
し
た
光
景
の
言
語
化
と
考
へ
０

方
が
探
題
歌
の
実
際
に
合
致
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
つ
ま
り
④
歌
の
性
格

は
写
実
の
歌
と
い
ふ
よ
り
も
観
念
の
歌
で
は
な
い
の
だ
ら
う
か
。
小
西
甚

一
博

士
は
、
斯
様
な
傾
向
の
歌
に
つ
い
て
、
「
頭
の
中
で
考
え
た
」
「観
想
的
な
歌
」

と
さ
れ
、
こ
れ
を
「説
明
型
描
写
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て

「∧
清
新

澄
明
な
写
実
性
Ｖ
と
い
っ
た
評
語
で
割
り
切

っ
て
い
た
こ
と
に
い
く
ら
か
修
正

を
加
え
た
い
と
こ
ろ
が
で
て
く
る
」
と
言
は
れ
、
「秀
歌
」
と
い
ふ
よ
り
「同
じ

性
質
の
表
現
で
あ
り
な
が
ら
む
し
ろ
Ａ
失
敗
作
∨
と
評
し
た
方
が
よ
く
当
る
」

と
も
言
は
れ
て
ゐ
れ
。
さ
て
土
岐
博
土
は
、
④
歌
と
〇
歌
と
は

「
た
ぶ
ん
同
じ

と
き
の
叙
景
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
が
、
仮
に
さ
う
だ
と
す
れ
ば
②
歌
の
時
刻

も
類
推
可
能
に
な
る
が
、
私
は
こ
の
②
歌
の
性
格
を
観
念
の
歌
と
規
定
す
る
が

故
に
、
同
じ
と
き
の
叙
景
と
言
ふ
よ
り
、
あ
る
原
歌

（例
へ
ば
流
派
の
指
導
者

や
、
宗
祖
の
作

っ
た
模
範
的
例
歌
）
を
粉
本
に
し
て
作

っ
た
観
念
化
さ
れ
た
類

歌
と
見
た
い
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
性
格
を
附
与
し
た
上
で
④
歌
に
類
似
し
た

作

（
つ
ま
り
、
○
歌
に
も
類
似
す
る
作
）
を
さ
ら
に
求
め
て
み
る
と
、

〇
つ
ら
ヽ
ゐ
る
苅
田
の
面
の
夕
ぐ
れ
に
山
も
と
遠
く
鷺
わ
た
る
み
ゆ

（
玉
葉

ｏ
前
参
議
雅
有
）

○
な
が
め
こ
す
田
の
も
の
上
は
は
る
か
に
て
鷺
つ
れ
わ
た
る
秋
の
山
も
と

（伏
見
天
皇
御
集
）

〇
み
ど
り
濃
き
日
影
の
山
の
は
る
ハ
ヽ
と
己
れ
ま
が
は
ず
渡
る
自
鷺

（風
雅

・
徽
安
門
院
）

○
夕
立
の
雲
飛
び
わ
く
る
自
鷺
の
つ
ば
さ
に
か
け
て
晴
る
ヽ
日
の
影

（風
雅

・
花
園
院
）

②
山
も
と
の
田
面
よ
り
立
つ
白
鷺
の
行
く
か
た
見
れ
ば
森
の
ひ
と
む
ら

（風
雅

・
伏
見
院
）

等
が
有
り
、
か
う
並
べ
る
と

一
見
し
て
、
そ
の
素
材
の
類
似
と
情
景
構
想
の
類



同
的
な
こ
と
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
鷺
を
高
じ
た
歌
な
ど
は
一
寸
考

へ
れ
ば

勅
撰
集
中
に
例
多
し
と
考
へ
易
い
の
で
あ
る
が
、
稲
田
利
徳
氏
の
指
摘
に
よ
れ

ば
、
案
外
少
な
い
の
で
あ

っ
て
、
金
葉

・
千
載

。
新
千
載

。
新
続
古
今
に
各

一

例
あ
る
だ
紛
峰
、
あ
と
は
玉
葉
に
四
例
、
風
雅
に
八
例
の
計
十
六
例
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
京
極
系
の
歌
集
に
特
に
多
い
理
由
は
、
京
極
派
が
新
し

い
素
材
に
特
に
着
目
し
た
と
い
ふ
よ
り
も
粉
本
を
敷
写
す
と
い
ふ
詠
作
の
姿
勢

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。
か
く
し
て
、
こ
れ
ら
の
類
歌
を
考
慮
す
れ
ば
、

〇
歌
に
詠
ま
れ
た
鷺
は
、
或
は
実
際
に
は
、
日
面
逢
か
に
飛
ぶ
鷺
が
五
位
鷺
で

あ

っ
た
か
も
知
れ
ぬ
と
い
ふ
疑
間
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を

「白
鷺
」
と
論

断
さ
れ
た
安
田
博
士
の
意
図
は
〇
〇
②
等
の
歌
か
ら
も
肯
定
せ
ざ
る
を
得
ぬ
の

で
あ

っ
て
、
換
言
す
れ
ば
安
田
博
士
の
断
定
は
、
京
極
派
の
斯
様
な
詠
作
態
度

を
暗
黙
の
裡
に
認
め
ら
れ
て
の
結
果
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
京
極
派
の
歌
の
特
色

の
一
つ
に
挙
げ
得
る
色
彩
の
対
照
美
と
い
ふ
点
よ
り
見
て
も
、
実
体
は
五
位
鷺

で
も
、
表
現
効
果
上
自
鷺
と
考

へ
る
方
が
よ
い
と
思
ふ
。
さ
ら
に
思
ふ
に
安
田

博
士
の
○
歌
に
対
す
る
論
断
の
根
拠
は
、
多
分
に
〇
歌
を
深
層
意
識
に
持
た
れ

て
ゐ
た
為
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
何
故
か
と
な
れ
ば
〇
歌
の
「
己
れ
ま
が
は
ず
」

と
い
ふ
表
現
に

「
一
羽
」
と
い
ふ
印
象
を
強
く
感
受
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
井

上
氏
麒

「
お
の
れ
ま
が
は
ず
は
お
の
れ
ひ
と
り
ま
が
わ
ず
に
」
の
意
だ
と
さ
れ

て
ゐ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら

一
連
の
類
歌
の
ど
れ
が
私
の
い
ふ
粉
本
的
原
歌
に

果
し
て
相
当
す
る
か
と
い
ふ
事
が
当
面
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
井
上
氏

は
③
歌
は
、

①
夕
立
の
雲
間
の
日
影
は
れ
そ
め
て
山
の
こ
な
た
を
渡
る
し
ら
さ
ぎ

９

　

（
玉
葉

上
別
中
納
言
定
家
）

か
ら

「影
響
を
う
け
て
い
る
」
と
さ
れ
た
。
併
し
こ
の
①
歌
は
、
〇
歌
に
影
響

を
与
へ
た
の
み
な
ら
ず
、
川
田
順
氏
に
よ
れ
ば
⑤
歌
に
も
影
響
を
与
へ
て
ゐ
る

ら
し
く

「定
家
の
こ
の
作
も
佳
什
な
り
。
こ
れ
は
同
じ
く
雨
後
の
自
鷺
を
捉

ヘ

来

っ
て
、
背
景
の
山
の
緑
と
対
照
せ
し
め
し
な
り
。
院
の
御
製
（Ｇ
歌
ノ
コ
ト
）

の
方
、
さ
ら
に
複
雑
の
美
多
し
と
拝
誦
す
」
と
述
べ
て
を
ら
れ
る
。
た
だ
川
田

氏
は
⑥
歌
の
自
鷺
を

「夏
日
の
晩
、
雨
将
に
過
ぎ
ん
と
し
て
、
そ
の
雲
の
中
を

翔
け
り
分
く
ゆ
く
白
鷺
の
一
群
、
そ
の
翼
に
は
早
く
も
雨
後
の
日
光
映
ず
る
を

見
る
。
実
景
観
る
如
く
に
し
て
、
美
し
き
御
詠
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
私

は

「
一
群
」
と
し
な
く
て
も

「
一
羽
」
で
も
上
述
類
歌
か
ら
考

へ
て
よ
い
と
思

は
れ
、
土
岐
博
士
も
○
歌
の
自
鷺
に
つ
い
て

「夕
立
に
洗
わ
れ
た
山
野
は
一
時

に
生
気
を
み
な
ぎ
ら
し
て
、
か
が
や
く
ば
か
り
の
中
に
、　
一
羽
、
お
そ
ら
く
は

そ
れ
は
今
し
も
晴
れ
わ
た
る
天
地
の
中
心
と
い
う
よ
う
な
印
象
を
も

っ
て
、
自

鷺
が
飛
ん
で
い
る
の
で
あ
る
」
と
、　
一
羽
説
を
と
ら
れ
て
ゐ
る
。
又
川
田
氏
が

⑤
歌
を

「実
景
観
る
如
く
」
と
実
景
描
写
歌
の
や
う
な
見
解
を
と
ら
れ
て
ゐ
る

点
も
ど
う
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
私
は
〇
歌
か
ら
②
歌
ま
で
一
連
の
京

極
派
の
類
歌
を
眺
め
て
き
て
、
確
か
に
二
条
風
的
な
作
品
に
比
べ
て
、

「生
新

の
一
風
」
は
認
め
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
京
極
歌
壇
内
部
に
於
て
は
や
は
り
前

述
の
如
く
或
る
粉
本
的
原
歌
を
基
底
と
し
た
観
想
的
模
倣
歌
と
で
も
言
ふ
べ
き

一
種
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
化
を
否
定
で
き
ぬ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
以
上
、
私
は
こ

れ
ら
の
類
歌
に
対
す
る
粉
本
的
原
歌
と
は
明
ら
か
に
①
の
定
家
歌
を
指
す
と
考

へ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
①
歌
は
井
上
氏
の
如
く
③
歌
に
だ
け
影
響
を
与
へ
た
と

考

へ
た
り
、
川
田
氏
の
如
く
○
歌
に
だ
け
の
影
響
と
考

へ
た
り
す
べ
き
も
の
で

な
く
、
こ
れ
ら
の
類
歌
の
す
べ
て
に
影
響
を
与

へ
て
ゐ
る
と
考

へ
る
べ
き
で
あ

』
な
嘲
】
け
い
畔
な
い
い
」
は
パ
型
輪
］
蔵
却
湖
郡
髪
卸
押
辞
い
繰
縮
『
併
し
、

そ
れ
で
は
一
見
し
て
歌
論
用
語
上
の
所
謂

「同
類
」
に
当
る
か
と
思
は
る
か

く
の
如
き
傾
向
を
、
何
故
に
京
極
派
は
避
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ら



う
か
。
こ
れ
は
考
察
し
て
お
く
べ
き
問
題
で
あ
ら
う
。
一只
極
派
の
領
袖
為
兼
は
、

そ
の
和
歌
抄
で

「
い
に
し
へ
に
た
ち
な
ら
は
ん
と
思
は
ゞ
古
に
お
と
ら
ぬ
と
こ

ろ
は
い
づ
く
よ
り
い
か
に
ぞ
す
べ
き
ぞ
と
か
な
は
ぬ
ま
で
も
こ
れ
こ
そ
委
し
き

大
事
に
て
も
あ
る
に
た
ゞ
姿
詞
の
う
は
べ
を
ま
な
び
て
立
ち
な
ら
び
た
る
心
地

せ
ん
は
叶
ひ
侍
り
な
ん
や
」
と
か

「そ
の
心
に
は
お
ち
ゐ
ず
し
て
う
は
べ
ば
か

り
を
ま
な
び
て
わ
ざ
と
先
達
の
読
ぬ
詞
を
よ
み
同
事
を
も
よ
ま
ん
は
返
々
無
其

詮
」
と

一
応
は
模
倣
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
反
面

「万
葉
の
比
は
心
の
お

こ
る
所
の
ま
ゝ
に
同
事
ふ
た
ゝ
び
い
は
る
ゝ
を
も
は
ゞ
か
ら
ず
」
と
か

「是
に

た
ち
な
ら
は
ん
と
む
か
へ
る
人
々
の
心
を
さ
き
と
し
て
詞
を
は
し
き
ま
ヽ
に
す

る
時
同
事
を
も
よ
み
」
と
か

「同
事
ふ
た
ヽ
び
あ
る
も
人
に
よ
り
て
晴
の
研
合

に
も
難
ぜ
ず
」
と
肯
定
的
に
取
扱

っ
た
り
も
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。　
↑
Ｖ
」
¨

「
同
事
」
は
普
通
三
十

一
文
字
中
に

「同
事
」
を
詠
む
意
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
が

類
歌
関
係
の
意
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
）
こ
れ
ら
を
考

へ
る
と
私
は
、
そ
の
理
由
は
実
に
当
時
の
歴
史
的
環
境
に
あ

っ
た
と
思
ふ
。
即

ち
京
極
歌
壇
で
は
二
条
派
と
の
拮
抗
上
、
宗
祖
へ
の
傾
倒
は
絶
大
で
、
そ
れ
が

歌
書
や
歌
論
書
の
伝
授
問
題
や
勅
撰
集
撰
進
時
に
於
け
る
形
式
体
裁
面
等
に
も

う
か
が
は
れ
、
正
統
継
承
意
識
の
宣
揚
は
必
須
の
課
題
で
あ

っ
た
。
北
朝
の
立

場
に
あ
る
京
極
派
が
和
歌
の
面
に
於
て
も
、
正
統
性
宣
揚
の
精
神
を
打
出
す
事

は
絶
対
至
上
の
使
命
で
あ
り
、
風
雅
集
の
序
文
や
詞
書
の
記
載
形
式
、
撰
者
推

定
の
問
題
も
、
か
う
い
ふ
意
識
を
無
視
し
て
は
正
鵠
を
失
す
る
の
で
は
な
い
か

と
言
ふ
事
は
前
号
で
立
論
し
た
が
、
撰
集
の
内
容
面
の
考
察
に
当

っ
て
も
こ
の

事
の
持
つ
意
味
は
重
い
と
思
ふ
。
こ
の
同
類
歌
的
傾
向
は
、
京
極
派
の
正
統
継

承
性

（大
き
く
言
へ
ば
北
朝
の
正
統
性
）
宣
揚
と
い
ふ
大
命
題
の
下
に
於
て
は

取
り
下
げ
る
に
も
取
り
下
げ
得
な
い
理
由
が
存
し
た
の
で
、
こ
こ
に
京
極
派
の

悲
劇
的
宿
命
と
言
ふ
か
、
歴
史
の
皮
肉
が
あ

っ
た
様
に
思
ふ
の
で
あ
る
。

〓
一

〇
歌
か
ら
①
歌
ま
で
一
連
の
類
歌
で
は
、
広
い
山
野
や
田
面
の
上
空
を
悠
々

と
翔
け
り
行
く
自
鷺
と
い
ふ
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
、
空
間
の
広
さ

。
色
調
対
比

の
鮮
か
さ

。
時
間
の
ゆ
る
や
か
な
推
移
が
そ
の
基
調
と
な

っ
て
ゐ
る
が
、　
一
首

の
構
成
素
材
と
な

っ
て
ゐ
る
用
語
を

一
つ
二
つ
交
換
し
て
み
て
も
、
イ
メ
ー
ジ

の
基
調
の
類
同
性
は
変
は
ら
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
例
へ
ば
飛
翔
す
る
鷺

を
、
雁
と
交
換
す
れ
ば
、

◎
あ
く
る
夜
の
田
面
の
霞
分
け
す
ぎ
て
山
も
と
わ
た
る
春
の
雁
が
ね

（
玉
葉

・
雅
有
）

す
ぐ
か
う
い
ふ
歌
に
な
ら
う
。
こ
の

「山
も
と
わ
た
る
春
の
雁
が
ね
」
は
、
同

じ
作
者
に
よ
る
前
記
〇
歌
の

「山
も
と
遠
く
鷺
わ
た
る
み
ゆ
」
と
比
べ
て
ど
れ

程
の
違
ひ
を
見
出
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
し
か
も

「
田
面
」
に
対
し
て
は

「苅

日
の
面
」
と
、
あ
ま
り
に
も
類
似
し
、
単
な
る
作
者
の
好
み
と
か
傾
向
と
か
い

ふ
こ
と
で
打
ち
捨
て
る
こ
と
の
で
き
ぬ
面
を
持

っ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
流
派

の
志
向
を
勘
繰
り
た
く
も
な
る
。
さ
て
又
、
こ
の
◎
歌
の

「あ
く
る
夜
」
か
ら

は
薄
明
の
光
景
の
印
象
を
受
け
る
が
、
薄
明
な
ら
ば

「夕
暮
れ
」
が
す
ぐ
連
想

さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に

「雁
」
を

一
般
化
し
て
、

「鳥
」
と
い
ふ
語
に
転
換
す
れ

ば
、
◎
歌
か
ら

④
夕
ぐ
れ
の
霞
の
き
は
に
飛
ぶ
鳥
の
翼
も
春
の
色
に
の
ど
け
き

（風
雅

・
伏
見
院
）

が
あ
ま
り
苦
労
な
し
に
出
来
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

（但
し
今
は
、
歌
作
の

前
後
問
題
で
な
く
、
詠
作
態
度
の
安
易
さ
と
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
化
を
取
上
げ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
）
さ
ら
に

②
雲
遠
き
入
日
の
あ
と
の
山
き
は
に
ゆ
く
と
も
見
え
ぬ
雁
の
ひ
と
つ
ら
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（風
雅

・
花
園
院
）

０
雲
間
も
る
入
日
の
影
に
数
見
え
て
と
は
ぢ
の
空
を
渡
る
か
り
が
ね

（風
雅

・
関
白
右
大
臣
）

も
類
想
歌
と
し
て
極
く
自
然
に
首
肯
で
き
よ
う
。
も

っ
と
も
②
歌
は
秋
部
の
歌

で
あ
る
が
。
か
く
考
察
し
き
た
れ
ば
、
前
述
国
の
安
田
博
士
の
鑑
賞
に
あ

っ
た

「
一
羽
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
い
ふ
こ
と
も
、　
一
応
は
首
肯

し
得
る
も
の
の
、
断
定
し
き
る
こ
と
は
躊
賭
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

前
の
○
歌
に
於
け
る
一
群
か
一
羽
か
と
い
ふ
、
川
田
氏
と
土
岐
博
士
の
鑑
賞
の

ズ
レ
も
こ
の
あ
た
り
に
起
因
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
川
田
氏
は
こ
の
②
歌

の
参
考
と
し
て
げ
倭
漢
朗
詠
集
の

「
一
行
斜
雁
雲
端
滅
　
一
一月
余
花
野
外
深
」

を
挙
げ
ら
れ
た
が
、

「雲
遠
き
」
や

「ゆ
く
と
も
見
え
ぬ
雁
の
ひ
と
つ
ら
」
に

は
確
か
に

「
一
行
斜
雁
雲
端
滅
」
の
趣
が
あ
る
。
斬
様
に
京
極
歌
風
に
は
漢
詩

的
発
想
も
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
は
、
土
岐
博
土
は
、
こ
の
②
歌

に
対
し
て
、

秋
の
夜
の
空
す
み
わ
た
る
月
な
れ
ば
ゆ
く
と
も
な
く
て
か
た
む
き
に
け
り

（
玉
葉

・
大
江
嘉
言
）

更
け
ぬ
れ
ど
ゆ
く
と
も
見
え
ぬ
月
影
の
さ
す
が
に
松
の
西
に
な
り
ぬ
る

（
玉
葉

。
後
二
条
院
）

の
二
首
を
挙
げ
て
、

「雁
と
月
と
の
相
異
で
あ
る
」
と
言
は
れ
て
ゐ
る
鑑
響

こ

れ
は
私
の

「構
成
素
材
を

一
二
交
換
し
て
も
イ
メ
ー
ジ
の
基
調
の
類
同
性
は
消

え
な
い
」
と
い
ふ
見
解
と
全
く
軌
を

一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
、

④
雲
居
ゆ
く
翅
も
さ
え
て
と
ぶ
鳥
の
あ
す
か
み
ゆ
き
の
故
郷
の
そ
ら

（
玉
葉

。
土
御
門
院
）

と
い
ふ
歌
な
ど
も
、
枕
詞
や
掛
詞
の
使
用
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
へ
ば
京
極
派
的

技
巧
と
は
言
ひ
難
い
が
、
そ
の
枕
詞
や
掛
詞
も
単
な
る
修
辞
に
終
は
ら
ず
し
て

実
質
的
な
意
味
内
容
を
負
担
さ
せ
て
あ
る
点
や
そ
の
発
想
等
も
案
外
京
極
歌
風

の
栄
養
源
と
な

っ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
。
土
岐
博
士
は
「鎌
倉
室
町
秀
歌
」

の
序
説
で
、
玉
葉
集
を
論
じ
て

「歌
数
が
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
い
う

こ
と

は
、

（
玉
葉
集
二
十
巻
二
千
七
百
八
十
余
首
ノ
コ
ト
】

種
の
偉
容
を
し
め
す
も
の
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
同
じ
傾
向
の
作
品
が
、
あ
る
程
度
の
標
準
の

も
と
に
、
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
た
め
、
傑
出
し
た
も
の
を
選
別
す
る
こ
と
は

容
易
で
あ
る
と
共
に
、
全
体
と
し
て
は
や
や
退
屈
な
歌
集
で
あ
る
こ
と
も
否
み

難
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
京
極
派
歌
人
の
詠
作
傾
向
を
や
や
注
意
深
く

点
検
す
れ
ば
、
土
岐
博
士
の
こ
の
文
言
は
直
ち
に
首
肯
出
来
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四

京
極
歌
風
に
於
け
る
叙
上
の
如
き
類
同
性
を
有
す
る
歌
は
、
こ
の
他
に
も
比

較
的
多
く
見
出
さ
れ
る
が
今
は
も
う

一
つ
類
例
群
を
挙
げ
て
こ
の
叙
述
を
打
切

り
た
い
。

①
あ
と
も
な
き
賤
が
家
居
の
竹
の
垣
犬
の
声
の
み
お
く
ぶ
か
く
し
て

（風
雅

・
花
園
院
）

○
小
夜
更
け
て
宿
も
る
犬
の
声
高
し
む
ら
し
づ
か
な
る
月
の
遠
か
た

（
玉
葉

。
伏
見
院
）

④
音
も
な
く
夜
は
更
け
す
ぎ
て
遠
近
の
里
の
大
こ
そ
声
あ
は
す
な
れ

（
玉
葉

・
従
三
位
為
子
）

右
の
三
首
を
み
て
、
そ
の
情
景
の
イ
メ
ー
ジ
が
頗
る
相
似
す
る
こ
と
を
否
定
し

去
る
人
は
少
い
で
あ
ら
う
。
村
里
の
大
の
吠
声
が
、
和
歌
的
素
材
と
し
て
詠
ぜ

ら
れ
る
こ
と
は
川
田
順
氏
の
指
橘
ゲ
や
う
に
後
掲
の
万
葉
歌
以
来
珍
ら
し
い
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
珍
ら
し
い
素
材
を
取
入
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
他
な
ら
ぬ

定
家
そ
の
人
で
は
な
か
ら
う
か
。
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④
里
び
た
る
犬
の
声
に
ぞ
し
ら
れ
け
る
た
け
よ
り
奥
の
人
の
家
ゐ
は

（
玉
葉

。
前
中
納
言
定
家
）

玉
葉
集
の
こ
の
歌
は
文
治
三
年
の
閑
居
百
首
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
が
粉
本

と
な

っ
て
①
歌
が
詠
ま
れ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
犬
の
声

・
家
居

・
竹

。
奥
等

の
諸
語
の
一
致
よ
り
み
て
疑
ひ
な
き
事
と
思
は
れ
、
又
Ｏ
①
両
歌
も
そ
の
発
想

は
こ
の
掟
家
歌
が
根
拠
と
な

っ
て
ゐ
る
と
見
て
も
、
さ
き
の

「白
鷺
」
の
類
歌

群
の
場
合
を
思
ひ
浮
か
べ
る
時
、
首
肯
し
得
る
で
あ
ら
う
。
も

つ
と
も
定
家
が

斯
様
な
素
材
を
取
上
げ
た
理
由
は
、
別
に
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
所
で
は
あ
る
。
そ

の
理
由
は
他
に
も
あ
る
と
思
ふ
が
、
私
は
一
つ
に
は
や
は
り
漢
詩
か
ら
の
影
響

か
と
思
ふ
。
漢
詩
に
於
て

「犬
の
吠
声
」
が
ど
の
や
う
に
取
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る

か
、
残
念
乍
ら
こ
れ
も
精
細
は
未
調
査
だ
か
ら
不
明
な
の
で
あ
る
が
、
日
本
漢

詩
で
は
あ
ま
り
多
く
見
か
け
ら
れ
な
い
や
う
に
思
ふ
。
例
へ
ば
、

「類
衆
句
題

抄
」
の
藤
後
生
の
作
に
、

偏
以
天
時
宣
野
望
　
更
教
風
客
不
家
居

桃
源
問
路
逢
聞
犬
　
柳
渚
点
煙
只
遇
魚

と
い
ふ
ま
こ
と
に
春
風
胎
蕩
た
る
詩
が
あ
る
が
、
家
居
と
か
路
逢
聞
犬
な
ど
用

語
に
給
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
思
ふ
に
、
京
極
歌
壇
に
於
て
は
、
宗
祖
定
家

の
歌
を
粉
本
と
し
て
、
書
道
に
於
け
る
臨
模
の
如
き
精
神
で
も

っ
て
盛
に
詠
作

練
習
が
課
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
或
い
は
あ
る
情
景
を
、
所
謂
連
作

の
如
き
方
法
で
人
数
を
複
数
に
し
て
詠
み
上
げ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
或
い

は
又
、
心
理
学
上
の
所
謂
残
像
現
象
的
な
効
果
を
狙
ふ
為
に
、　
一
つ
の
情
景
を

複
数
の
角
度
か
ら
詠
み
あ
げ
る
と
い
ふ
方
法
を
和
歌
の
上
で
実
験
し
た
の
で
あ

ら
う
か
。
詞
書
に
も

「万
葉
の
句
を
も
と
に
し
て
詠
ず
」
と
い
ふ
風
な
の
が
か

な
り
あ
る
し
、
か
つ
て
佐
竹
昭
広
氏
が
述
べ
ら
れ
た
表
現
の
特
殊
臨
仰

即
ち
、

万
葉
集
の
詞
に
て
詠
ま
せ
給
う
け
る
御
歌
の
中
に
、
た
づ
渡
る
見
ゆ
と
云

ふ
事
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伏
見
院
御
製

海
原
や
お
き
漕
ぎ
く
れ
ば
夕
汐
の
干
か
た
の
浦
に
た
づ
渡
る
見
ゆ

（新
千
載

・
雑
上
）

等
の

「見
ゆ
」
で
結
ぶ
古
代
和
歌
独
自
の
類
型
を
使

っ
た
作
品
が
、
京
極
派
の

歌
に
み
ら
れ
る
の
も
、
以
上
の
私
の
想
定
を
裏
づ
け
て
く
れ
る
。
ま
た
、

◎
行
き
暮
れ
て
宿
と
ふ
末
の
里
の
大
と
が
む
る
声
を
知
べ
に
ぞ
す
る

（風
雅

・
和
気
仲
成
朝
臣
）

の
如
き
も
、
多
分
今
述
べ
た
様
な
場
が
基
盤
と
な

っ
て
制
作
さ
れ
た
％
か
と
思

ふ
の
で
あ
る
が
、
万
葉
以
来
稀
な
り
と
言
は
れ
る

「犬
の
吠
声
」
の
如
き
素
材

が
、
さ
き
の

「白
鷺
」
の
場
合
と
同
様
か
く
京
極
派
に
集
中
的
に
多
く
見
ら
れ

る
の
も
、
既
述
し
て
き
た
京
極
派
の
詠
作
態
度
を
想
定
す
る
根
拠
に
な
る
か
と

考

へ
る
の
で
あ
る
。

で
は
何
故
斯
様
な
珍
素
材
を
定
家
は
拾
ひ
上
げ
た
の
か
、
又
そ
の
定
家
歌
を

京
極
派
が

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
二
条
派
は
却
下
し
た
理
由
は
何
で
あ
ら
う
か
。

漢
詩
の
影
響
か
と
い
ふ
点
は
一
寸
触
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
こ
の
事
を
少
し
考

察
し
て
み
た
い
。
◎
歌
で
は
里
の
あ
り
か
の

「
じ
る
べ
」
を
犬
の
吠
声
に
求
め

つ て
』

力ヽ る
「
″
け
躊
¨
『
制
証
な

一諄
燎
嚇
ヵ
ぃ
ち

「
場

』
「
』
」
』
一
卜
興
『
［
働

古
今
集
の
小
町
の
歌
以
来
、
讐
の
住
む
海
辺
の
里
で
あ
り
、
そ
の

「
じ
る
べ
」

は
蛋
の
焼
く
藻
塩
の

「煙
」
で
、
そ
の
煙
に
は
恋
の
恨
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら

れ
て
き
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
浦
見
の
辺
の
里
が
山
里
や
村
里
に
ま
で
、
里
の

解
釈
が
広
め
ら
れ
、
そ
れ
に
つ
れ
て

「
じ
る
べ
」
の
方
も
、
煙
か
ら
、
千
鳥
の

声
、
秋
風
、
紅
葉
や
卯
の
花
、
砧
の
音
や
鐘
の
音
に
拡
大
さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
も

「浦
見
」
を
掛
け
た
恨
み
の
恋
か
ら
、
旅
行
の
困
難
と
い
ふ
イ
メ
ー
ジ
に
変
化

し
て
き
た
の
で
あ

っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
転
換
は
和
歌
以
外
か
ら
の
刺
戟
の
為



と
思
は
れ
、
そ
の
刺
戟
の
一
つ
は
散
文
か
ら
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

「犬
の
吠

声
」
が
散
文
的
素
材
で
あ

っ
た
こ
と
が
二
条
派
の
忌
避
の
理
由
で
あ
ら
う
と
思

は
れ
る
節
が
あ
る
。

寺
々
の
鐘
の
音
け
ふ
も
く
れ
ぬ
と
う
ち
し
ら
せ
人
を
と
が
む
る
里
の
い
ぬ
、

声
す
る
程
に
夜
は
な
り
ぬ
。
柴
お
り
く
ぶ
る
民
の
家
け
ぶ
り
た
え
ざ
り
し
も

田
づ
ら
を
へ
だ
て
ヽ
は
る
か
な
り

こ
の
平
治
物
語
下
、

「常
葉
落
ち
ら
る
る
事
」
の
一
節
な
ど
は
、
①
Ｏ
④
◎
の

諸
歌
の
情
景
イ
メ
ー
ジ
を
合
致
し
、
特
に
◎
歌
の
情
況
説
明
文
と
し
て
提
示
し

て
も
何
等
奇
異
の
感
は
な
い
と
思
ふ
。
ま
た
、

昼

ハ
野
原
ノ
草

二
隠
レ
テ
、
露

二
臥
鶉
ノ
床

二
御
涙
ヲ
争
と
、
夜

ハ
孤
村
ノ

辻

ニ
イ
テ
、
人
ヲ
尤
ム
ル
里
ノ
犬

二
御
心
フ
被
レ悩
、
何
ク
ト
テ
モ
御
心
安
カ

ル
ベ
キ
所
無
カ
リ
ケ
レ

（太
平
記
巻
四

ｏ
大
塔
宮
熊
野
落
事
）

の
一
節
も
、
類
似
の
表
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
又
上
述
の
諸
歌
の
イ
メ
ー
ジ
と
も

一
致
す
る
。

次
に
か
う
い
ふ
素
材
に
二
条
派
は
冷
淡
で
あ
り
、
京
極
派
が
積
極
的
で
あ

っ

た
理
由
の
第
二
は
、
そ
れ
ら
の
素
材
が
ま
た
連
歌
的
で
あ

っ
た
と
い
ふ
点
で
あ

る
。
例
へ
ば
十
訓
抄
第
三
の
八

「俊
成
卿
の
娘
の
連
歌
」
に
み
え
る

花
を
見
す
て
ヽ
か
へ
る
さ
る
ま
ろ

星
ま
ぼ
る
犬
の
ほ
ゆ
る
に
を
ど
ろ
き
て

と
い
ふ
唱
和
を
め
ぐ
る
説
話
な
ど
、
お
そ
ら
く
歌
人
仲
間
で
は
有
名
で
あ

っ
た

の
で
あ
ら
う
が
、
や
が
て

犬
は
と
り
わ
け

（
ィ
と
り
わ
き
）
僧
を
吠
え
け
り

宇
治
山
の
き
せ
ん
く
ん
じ
ゆ
の
其
の
な
か
に
　
　
（誹
諧
連
歌
抄
）

さ
る
児
と
み
る
よ
り
や
が
て
木
に
上
り

犬
の
や
う
な
る
法
師
来
た

（
ィ
来
ぬ
）
れ
ば
　
　
（犬
筑
波
集

。
雑
部
）

な
ど
の
俳
諸
の
連
歌
と
な
り
、
そ
れ
は
ま
た

「き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
上
」
や

「醒
睡
笑
巻
六
」
所
収
の
笑
話
と
な

っ
て
伝
へ
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
ふ
や
う
な
事

態
で
あ
る
。
即
ち
、
漢
詩
に
は
猿
の
晴
声
、
和
歌
に
は
鹿
の
嗜
声
が
常
套
素
材

で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
連
俳
で
は
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
犬
の
吠
声
が
多
分
取

入
れ
ら
れ
た
も
の
か
と
思
ふ
が
、
京
極
派
は
こ
の
や
う
な
非
和
歌
的
素
材
を
進

ん
で
そ
の
和
歌
素
材
に
取
入
れ
た
の
で
あ
る
。
修
辞
技
巧
上
で
も
、
例
へ
ば
第

三
句
を
、
て
ｏ
に
て
ｏ
し
て
等
で
と
め
る
が
ご
と
き
、
連
歌
に
多
い
修
辞
が
計

量
的
に
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
彼
等
は
連
歌
的
要
素
の
和
歌
領
域
へ
の
浸
潤
な

ど
は
二
条
派
ほ
ど
に
慎
重
で
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
証
左
と
し
て
次
の

連
歌
を
示
し
た
い
。

と
ま
る
べ
き
里
は
さ
す
が
に
知
ら
れ
け
り

犬
の
声
す
る
道
の
末
か
な

お
く
ふ
か
く
道
を
ヽ
し
へ
の
た
よ
り
に
て

大
の
こ
ゑ
す
る
夜
る
の
山
ざ
と

前
者
は
菟
玖
波
集
巻
第
十
九
雑
体
連
歌
に
所
載
の
大
納
言
尊
氏
の
も
の
、
後
者

は
新
撰
菟
玖
波
集
巻
第
十
四
雑
二
に
所
載
の
権
僧
都
心
敬
の
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
連
歌
と
、
さ
き
の
①
Ｏ
④
④
◎
等
の
和
歌
と
の
間
に
何
程
の
差
異
を
認

あ
疇
』
け
』
』
あ

る ヵ、
げ
時
嗜
い
雛
物
赫
嘲
ｍ
ぼ
畔
蒻
¨
閾
剛
¨
一
剛
『
燎
』
螺

終
焉
の
兆
候
で
あ
ら
う
が
、
斯
様
に
和
歌
の
精
気
は
連
歌
に
吸
奪
さ
れ
俳
諸
へ

と
昇
華
し
て
ゆ
く
傾
向
を
も
つ
の
で
あ

っ
た
。

舟
こ
ぐ
浦
は
紅
の
桃

唐
国
の
虎
ま
だ
ら
毛
の
大
吠
え
て

こ
の
菟
玖
波
集
巻
第
十
四
雑
連
歌
三
所
載
の
性
遵
法
師
の
連
歌
な
ど
は
、　
一
面

で
は
以
上
に
み
た
京
極
派
の
連
歌
的
な
傾
向
の
和
歌
と
の
共
通
面
を
、
他
面
で



は
前
述
の
古
今
集
の
小
町
以
来
の
伝
統
的
な
和
歌
と
の
共
通
面
を
併
せ
保
ち
つ

つ
、

名
護
屋

二
入
ル
道
の
程
諷
吟
ス

草
ま
く
ら
犬
も
し
ぐ
る
ヽ
か
夜
の
声
　
　
　
（甲
子
吟
行

・
阿
羅
野
）

と
い
ふ
芭
蕉
の
俳
諧
へ
と
継
承
さ
れ
て
行

っ
た
の
だ
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
犬
の
吠
声
を
詠
じ
た
万
葉
歌
、
即
ち

赤
駒
　
廃
立
　
黒
駒
　
厩
立
而
　
彼
乎
飼
　
吾
往
如
　
思
妻
　
心
乗
而
　
一局

山
　
峯
之
手
折
丹
　
射
目
立
　
十
六
待
如
　
床
敷
而
　
吾
待
公
　
犬
莫
吠
行
年

と
い
ふ
長
歌
自
体
が
、
沢
潟
久
孝
博
士
や
土
屋
文

（嚇
け
に
語
」
に

へ 七
商
弩
貯

謡

的
な
男
女
の
か
け
あ
ひ
に
適
す
る
や
う
に
作
ら
れ
た
歌
な
の
で
あ

っ
た
。
万
葉

集
中
犬
の
吠
声
を
扱

っ
た
唯

一
例
の
こ
の
歌
が
、
か
け
あ
ひ
的
な
、
換
言
す
れ

ば
連
歌
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
二
条
風
的
な
「温
雅
平
板
」

の
目
か
ら
は
冷
淡
視
さ
る
べ
き
運
命
を
最
初
か
ら
担

っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
か
う
い
ふ
素
材
を
受
け
入
れ
た
京
極
歌
風
が
Ａ
当
時
も
て
あ
そ
ば
ぬ
ｏ
わ

ろ
き

ｏ
い
ま
や
う
す
が
た
の
ｏ
異
様
な
る
歌
の
ふ
り
∨
で
あ
る
と
批
難
さ
れ
る

こ
と
も
当
然
で
あ

っ
た
。
而
し
て
京
極
派
は
か
ヽ
る
批
判
を
受
け
流
し
、

④
里
の
大
の
こ
ゑ
を
き
く
に
も
人
し
れ
ず
つ
ヽ
み
し
道
の
よ
は
ぞ
恋
し
き

（光
厳
院
御
集

。
恋
）

と
歌
域
を
恋
歌
に
ま
で
広
め
て
憚
か
ら
な
い
の
で
っ
た
。

五

以
上
私
は
綾
纏
と
具
体
例
に
基
づ
き
京
極
歌
風
が
い
か
に
類
同
的
で
あ
る
か

を
述
べ
来

っ
た
が
、
姦
に
そ
の
理
由
を
考
察
し
た
い
。
前
記
国
で
触
れ
た
如
く

そ
れ
は
多
分
に
政
治
的
背
景
に
由
来
す
る
所
あ
り
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
今

一

つ
、
当
時
の
京
極
派
首
脳
陣
の
下
部
に
対
す
る
統
御
性
の
面
よ
り
具
体
的
に
二

三
論
証
し
て
み
た
い
。

第

一
。

一
体
、
二
条
派
か
ら
勅
撰
集
撰
進
と
い
ふ
流
派
と
し
て
の
主
導
権
、

そ
れ
は
当
時
に
あ

っ
て
は
政
権
と
か
な
り
癒
着
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
論
ず

る
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
左
様
な
権
力
を
取
得
し
た
京
極
派
と
し
て
は
、

わ
が
流
派
か
ら
可
能
な
限
り
多
く
の
人
と
歌
と
を
勅
撰
集
に
撰
入
し
て
一
挙
に

そ
の
力
量
を
誇
示
し
た
く
思
ふ
の
は
人
情
の
常
で
あ
る
し
、
又
政
策
的
に
も
有

効
な
方
法
で
あ

っ
た
の
で
あ
ら
う
。
玉
葉
集
は
、
お
そ
ら
く
か
く
し
て
二
十

一

代
集
中
の
最
大
歌
集
と
な

っ
た
も
の
と
思
ふ
。
歌
数
は
勿
論
、
歌
人
の
域
も
自

派
お
よ
び
、
自
派
の
主
張
や
傾
向
に
近
い
歌
風
の
人
に
拡
大
せ
ら
れ
た
の
で
あ

ら
う
。
即
ち
二
十

一
代
集
中
に
あ

っ
て
、
玉
葉
集
の
み
に
し
か
そ
の
名
を
見
な

い
歌
人
は
、
勅
撰
作
者
部
類
に
よ
っ
て
調
査
算
出
し
た
と
こ
ろ
、
百
十
三
名
の

多
き
を
見
る
の
で
あ
る
。
又
そ
の
中
、
唯

一
首
の
み
の
入
撰
に
よ
っ
て
勅
撰
歌

人
た
る
栄
冠
を
得
た
者
は
八
十
八
名
に
も
の
ぼ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
風
雅
集
に

及
ぼ
せ
ば
如
何
。
風
雅
集
の
み
の
入
撰
歌
人
数
は
九
十
名
を
算
へ
、
そ
の
中

一

首
の
み
で
効
撰
歌
人
に
な
り
し
数
は
六
十
九
名
。
こ
れ
に
加
ふ
る
に
風
雅
に
初

出
し
以
後
勅
撰
歌
人
に
な
り
し
者
八
十
六
名
を
算
へ
得
る
。
こ
の
他
、
玉
葉
と

風
雅
の
両
集
だ
け
へ
の
入
撰
歌
人
十
三
名
。
次
い
で
ま
づ
玉
葉
に
、
中
間
の
二

集
で
は
名
を
消
し
て
再
び
風
雅
で
名
を
出
し
て
以
後
勅
撰
歌
人
に
な
る
者
八
名

で
あ
る
。
十
三
代
集
全
部
に
つ
い
て
以
上
の
如
き
調
査
を
行

っ
て
比
較
す
れ
ば

こ
れ
ら
の
数
字
の
も
つ
意
味
が
さ
ら
に
鮮
明
に
な
る
と
思
ふ
が
、
勅
撰
作
者
部

類
を
少
し
緩
く
だ
け
で
も
他
集
で
は
こ
れ
程
に
な
ら
ぬ
こ
と
の
予
想
可
能
は
ま

づ
間
違
ひ
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
斯
様
に
し
て
、
と
に
も
か
く
に
も
玉
葉
風
群

の
二
集
な
か
り
せ
ば
勅
撰
歌
人
の
栄
誉
を
担
ひ
得
な
か
っ
た
歌
人
が
三
百
十
六

名
に
も
上
る
と
い
ふ
事
は
、
京
極
派
的
勢
力
を
で
き
得
る
限
り
拡
大
し
よ
う
と



4

8

10

22

21

16

9

ψ

17

23

20

20

20

58

48

44

9

176

企
図
し
た
も
の
と
言
ひ
得
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
少
な
く
と
も
二
条
派
に
対

す
る
量
的
優
位
性
の
顕
示
で
あ
り
、
反
面
質
的
吟
味
を
十
分
加
へ
得
な
か
っ
た

事
を
物
語
る
も
の
と
思
ふ
。

第
二
。
玉
葉
集
の
詳
細
は
未
調
査
だ
が
、
風
雅
歌
人
群
の
調
査
の
中
、
第
一

で
言
及
し
た
京
極
派
勢
力
に
関
す
る
調
査
結
果
を
い
く
つ
か
左
に
示
さ
う
。

０
風
雅
全
歌
人
中
の
、
初
出
勅
撰
集
別
人
数
と
風
雅
入
集
歌
数
。

３５７
″
９５
“
５．６

い
と
い
ふ
こ
と
は
、
さ
き
の
宗
祖
尊
重
に
よ
る
正
統
性
継
承
意
識
の
具
現
、
並

に
京
極
派
歌
人
を
顕
彰
す
る
精
神
の
具
体
的
な
表
現
と
見
得
る
が
、
こ
の
事
は

次
の
②
表
か
ら
も
は
っ
き
り
と
断
言
で
き
る
。

②
風
雅
集
に
十
首
以
上
入
集
歌
人
の
順
位
と
歌
数
。

初出集名
右
表
か
ら
、
風
雅
集
に
於
て
は
、
当
代
人
に
よ
っ
て
そ
の
歌
人
数
と
歌
数
と
を

大
胆
に
増
加
さ
せ
て
ゐ
る
こ
と
が
判
然
と
す
る
。
即
ち
風
雅
集
に
名
の
見
え
る

歌
人
五
百
六
十
七
名
中
百
七
十
六
名
が
当
代
人
で
あ
る
。
な
お
読
人
不
知
歌
の

五
十
七
首
を
右
表
の
二
千
百
五
十
四
首
に
加
へ
て
都
合
二
千
二
百
十

一
首
が
そ

の
総
歌
数
で
あ
る
。
千
載
や
新
後
撰
の
初
出
歌
人
や
歌
数
の
多
い
こ
と
も
右
表

で
判
る
が
、
ン」
れ
は
そ
の
二
集
の
直
後
歌
集
、
即
ち
新
古
今
玉
葉
に
活
躍
す
る
歌

は
か
な
囃
鰤
剛
峰
赫
（
無
確
れ
れ
れ
わ
熱
無
¨
あ

つ ぁ
¨
「
畔
岬
韓
い
ｒ
［
昴
を

る
新
古
今
憧
憬
精
神
の
一
つ
の
具
現
で
あ
ら
う
。
こ
の
種
の
歌
人
に
は
例
へ
ば

定
家

・
永
福
門
院
が
相
当
す
る
。
風
雅
集
に
か
う
い
ふ
系
列
の
人
の
歌
数
が
多

16

38

16

44

50

46

66

214

61

73

70

77
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葉

今

撰

遺

遺

葉

花

載

今

撰

撰

拾

　

　

　

古

勅

後

万

古

後

拾

後

金

詞

千

新

新

続

続 古 今

続 拾 遺

新 後 撰
玉  葉

続 千 載

続後拾遺

風  雅

567 2154計

歌  人  名 1金黍1順位 歌  人  名
へ

一

１

２

３

４

５

６

７

８

９

・０

・０

・０

・３

・３

・５

・５

・７

・８

・９

”

２．

２．

”

伏 見 院

水ヽ 福 院

花 園 院

為 兼

定 家

徴 安 院

尊 氏

為 子

後 伏 見 院

光 厳 院

紀 貫 之

俊 成

進 子 内 親 王
永 福 門 院 内 侍
後  鳥  羽  院
為        家
儀 子 内 親 王
公
為
為
慈

蔭

基
相

鎮

後西園寺入道前太政大臣

隆家

“

∞

Ｍ

認

”

３６

”

３．

∞

”

”

”

η

η

２６

２６
‐２

２２

・９

・８

・７

・７

・５

２３

２３

２３

”

郎

２８

２８

”

３２

”

”

％

％

“

“

“

“

”

“

“

“

“

親 子

実 明 女

俊 頼

後京極摂政前太政 大臣
安 嘉 『]院 四 条
式  子
順
為

内

徳
親  王

院
定

徽 安 門 院 一 条
西  行  法  師
西 園 寺 前 内 大 臣 女
伏 見 院 新 宰 相
永 福 門 院 右 衛 門 督
頼       政
直        義
祝 子 内 親 王
寂 然 法 師
前 大 僧 正 道 玄
前 左 大 臣 (公 賢)

藤 原 隆 信 朝 臣
慶 政 上 人

条院

・５
・５
・５
・５
・４
・４
・４
・４
・３
・３
・３
・２
■
■
・０
・０
１０
１０
・０
・０
・０
・０
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０
風
雅
集
入
集
歌
数
別
人
数

入集
歌数 人数 贔曇1人数

結

１

２

３

４

５

６

７

８

９

・０

■

・２

・３

・４

・５

・７

・８

・９

σ
劉
”
″
２２
・８
■
・８
・３
５
８
２
１
３
４
５
２
１
１

は
１
１
２
２
３
１
１
１
１
１
１
１
１
１

幅
″
２
２６
η
器
３０
３．
３５
“
３９
２
Ｍ
∞
“

計 1567

右
の
０
表
か
ら
は
以
下
の
事
が
判
明
す
る
。
即
ち
他
集
に
入
集
し
て
い
て
も
風

雅
集
へ
も

一
首
入
集
さ
せ
た
歌
人
は
二
百
九
十
九
人
を
算
し
↑
」
の
中
に
は
、
風

雅
集
に
だ
け

一
首
入
集
者
も
含
ま
れ
る
）、　
歌
人
総
数
五
百
六
十
七
人
中
の
比

率
を
弾
け
ば
、
実
に
五
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
一
一首
ま
で
広
げ
れ
ば
三
百
八

十
八
人
と
な
る
か
ら
、
三
分
の
二
以
上
の
人
数
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
風
雅

御
撰
者
が
、
た
と
へ
一
首
で
も
撰
入
す
る
事
に
よ
っ
て
採
択
歌
人
の
枠
を
広
げ
、

二
条
派
系
撰
集
に
対
し
て
い
か
に
引
け
目
を
見
せ
ま
い
と
努
力
さ
れ
た
か
が
窺

へ
る
の
で
あ
る
。
又
、
②
Ｏ
表
を
併
せ
て
、
十
首
以
上
の
風
雅
撰
入
歌
人
四
十
五

名
の
顔
触
れ
を
考
慮
す
れ
ば
、
京
極
派
の
中
核
と
目
さ
れ
る
歌
人
か
ら
は
多
量

撰
入
し
周
辺
の
群
小
歌
人
か
ら
は
一
首
で
も
撰
入
す
る
な
ど
し
て
、
結
局
は
京

極
勢
力
誇
示
の
目
的
の
見
事
に
達
成
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
が
よ
く
判

る

の
で
あ

る
。
同
時
に
、
風
雅
集
が
結
局
は
新
古
今
集
を
原
宗
と
す
る
事
、
即
ち
二
条
派

以
上
に
宗
祖
と
し
て
の
新
古
今
を
尊
重
す
る
事
が
、
序
文
そ
の
他
の
記
載
形
式

面
で
の
新
古
今
尊
重
態
度
と
相
ま

っ
て
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
三
。
京
極
派
領
袖
達
が
、
そ
の
撰
入
歌
に
対
し
て
ど
の
程
度
に
京
極
派
的

傾
向
を
要
求
し
た
か
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
京
極
系
撰
集
に
類
同
的
な
歌
の
多
い

事
の
解
明
に
も
つ
な
が
る
か
と
思
は
れ
る
の
で
、
そ
の
撰
歌
態
度
に
つ
い
て
考

察
し
た
い
。

東
野
州
聞
書
に
よ
れ
ば
、

同
月

（宝
徳
元
年
十
月
）
十
二
日
阿
州

（畠
山
阿
州
持
純
）
へ
参
り
候
処
に

御
物
語
あ
り
。

白
妙
の
木
綿
つ
け
鳥
も
埋
れ
て
あ
く
る
梢
の
雪
に
鳴
く
な
り

こ
れ
は
頓
阿
歌
な
り
。
風
雅
集
御
自
撰
の
時
、
こ
の
歌
を
御
な
ほ
し
あ

っ
て

雪
や
鳴
く
ら
む
と
し
て
、
此
集
に
入
れ
ら
る
べ
き
由
仰
せ
く
だ
さ
る
。
御
返

事
に
申
す
や
う
、
さ
や
う
に
な
ほ
し
て
、
此
の
歌
を
入
れ
ら
る
べ
き
に
て
候

は
ば
、
ひ
ら
に
御
冤
あ
る
べ
き
由
か
た
く
申
し
あ
げ
、
さ
て
別
の
歌
入
れ
て

こ
れ
は
入
れ
ず
。
道
は
如
レ此
と
物
語
あ
り
。
げ
に
も
雪
や
な
く
ら
む
は
実

な
き
所
也
。

と
い
ふ
話
を
伝

へ
て
ゐ
る
。
こ
の
話
は
似
雲
の
詞
林
拾
葉
に
も
同
じ
趣
旨
で
伝

へ
ら
れ
て
ゐ
て
、
似
雲
の
見
解
で
は

「御
自
撰
」
と
は

「花
園
院
の
風
着
集
ヘ

御
い
れ
な
さ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
原
歌
は
積
雪
中
で
鳥
の
鳴
く
様
を
捻
ら
ず
詠

ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
が
。
修
正
歌
で
は
、
ま
る
で
雪
が
鳴
く
み
た
い
だ
と
ひ
と

捻
り
し
た
表
現
に
変
は
り
、
例
の
共
感
覚
的
表
現
と
類
似
の
技
法
と
な

っ
て
新

奇
を
感
ぜ
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
は
似
雲
に
よ
れ
ば
、
原
歌
は

「随
分

か
す
を
さ
り
す
て
た
る
も
の
」
で
あ

っ
た
の
に
反
し
て

「御
も
の
ず
き
に
て
異

風
の
こ
と
」
に
な
る
の
で
あ

っ
た
。
又
常
縁
も

「げ
に
も
雪
や
な
く
ら
む
は
実

な
き
所
也
」
と
、
実
情
そ
の
ま
ま
の
表
現
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
お

そ
ら
く
二
条
派
系
で
は
共
感
覚
的
な
表
現
を
、
正
道
な
ら
ず
と
考

へ
て
ゐ
た
の

で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
現
存
の
風
雅
集
で
は
頓
阿
は
唯

一
首
入
集
し
て
ゐ
る
と

こ
ろ
か
ら
み
て
、
院
は
や
む
を
得
ず

「別
の
歌
入
れ
て
こ
れ
は
入
れ
ず
」
と
い



ふ
処
置
を
多
分
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
別
歌
と
い
ふ
の
も
雪
の
歌
で

雪
の
降
る
日
母
の
墓
に
ま
か
り
て

思
ひ
遣
る
苔
の
下
だ
に
悲
し
き
に
ふ
か
く
も
雪
の
な
ほ
埋
む
か
な

と
い
ふ
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
例
の
定
家
の
、

ま
れ
に
く
る
夜
半
も
か
な
し
き
松
風
に
た
え
ず
や
苔
の
下
に
き
く
ら
む

に
、
場
合
も
心
も
よ
く
似
通
ふ
が
故
に
、
代
歌
と
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
二
条
派

の
四
天
王
の
一
と
称
せ
ら
れ
る
人
物
の
詠
で
あ
る
か
ら
、
拒
否
に
あ

っ
た
か
ら

と
て
完
全
黙
殺
も
な
ら
ず

（
そ
れ
は
か
へ
っ
て
集
の
価
値
を
軽
く
す
る
こ
と
に

も
な
り
か
ね
な
い
）、
か
と
言

っ
て
自
派
の
立
場
に
副
は
ぬ
歌
を
採
る
こ
と
も
な

ら
ぬ
か
ら
院
の
御
苦
心
の
程
が
偲
ば
れ
る
。
斯
様
に
頓
阿
歌
で
さ
へ
も
修
正
を

求
め
ら
れ
た
ぐ
ら
ゐ
掟
か
ら
、
そ
の
所
属
下
の
群
小
歌
人
に
対
す
る
統
制
ぶ
り

は
思
ひ
半
ば
に
過
ぐ
る
も
の
が
あ

っ
た
だ
ら
う
。
も

つ
と
も
か
う
い
ふ
修
正
の

問
題
は
南
北
朝
期
の
一
つ
の
特
色
で
あ
ら
う
か
。
例
へ
ば
連
歌
で
も
、
救
済
は

師
匠
の
善
阿
の
句
を
修
正
し
て
蒐
玖
波
集
に
入
集
さ
せ
た
記
録
が
あ
獅
。
院
が

二
条
派
の
歌
に
対
し
て
か
く
の
如
き
御
態
度
を
と
ら
れ
た
事
に
つ
い
て
も
、
実

は
京
極
派
も
さ
き
に
二
条
派
か
ら
同
様
な
仕
打
ち
を
受
け
た
事
が
あ

っ
た
か
ら

で
あ
ら
う
。
即
ち
花
園
院
震
記
、
正
中
二
年
十
二
月
十
八
日
条
に
、

（前
略
）
今
度
朕
再
請
之
間
。
可
遣
之
由
思
之
処
。
永
福
門
院
御
夢
想
先
院

仰
之
。
今
度
勅
撰
不
可
説
事
也
。
何
況
先
度
続
千
載
之
時
。
両
院

報
嵯
朕
御

腎
入
之
次
第
不
可
説
。
為
兼
有
申
旨
。
凡
今
度
此
辺
之
人
。
雖

一
首
不
可
遣

再
。
可
為
嘲
瞬
之
基
故
也
云
々
。
例
上
皇
御
製
不
被
遣
之
。
朕
又
称
無
可
之

由
不
遣
之
。
永
福
門
院
御
再
。
又
自
中
宮
雖
被
申
不
被
遣
之
。
続
千
載
之
時

永
福
門
御
院
辱
ニ

天
未
通
女
袖
続
夜
名
々
々
能
月
乎
雲
居
丹
思
遣
哉

此
御
丹
入
勅
撰
之
時
。
袖
振
夜
半
之
風
寒
ミ
ト
直
之
。
風
寒
。
是
何
事
哉
。

不
可
説
ゝ
ヽ
ゝ
。
例
以
故
入
道
相
国
。
再
三
此
再
可
被
切
出
之
由
雖
被
仰
。

遂
不
承
引
。
先
日
朕
並
上
皇
御
製
等
申
出
之
時
。
永
福
門
院
御
再
直
之
由
被

咎
仰
。
殊
恐
入
。
但
撰
者
代
々
之
故
実
也
。
不
改
意
趣
而
直
言
云
々
。
而
此

御
可
已
其
意
相
違
。
所
申
言
与
意
己
相
背
如
何
云
々
。為
世
卿
不
知
丹
之
趣
。

詞
意
不
可
分
別
之
段
勿
論
事
敷
。
例
更
不
直
意
趣
之
由
存
之
欺
。
不
便
々
々

（後
略
）
―
列
聖
全
集
本
―

と
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
続
後
拾
遺

（
即
ち
風
雅
集
の
す
ぐ
前
の
集
）
撰
進

の
時
、
花
園
院
の
御
製
入
集
を
請
う
て
来
た
の
で
、
遣
歌
す
る
所
存
で
あ

っ
た

いな財麻州鵜詢脚膀輔一樹嘲時̈
『珠つ向が新なれ裁̈
療Ｆ能融「輸

集
で
は
、
永
福
門
院
の

あ
ま
つ
を
と
め
そ
で
ひ
る
が
へ
す
よ
な
よ
な
の
つ
き
を
く
も
ゐ
に
お
も
ひ
や

る
か
な

と
い
ふ
御
歌
が
、
第
二
第
三
句
を

「そ
で
ふ
る
よ
は
の
か
ぜ
さ
む
み
」
と
無
断

で
変
更
さ
れ
て
採
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
述
べ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
現
存
の
続
千

載
巻
第
十
六
雑
歌
上

一
七
九
五
番
に
も
変
更
さ
れ
た
形
で
残

っ
て
ゐ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
花
園
院
が
憤
慨
さ
れ
、
再
三
切
出
し
を
要
求
さ
れ
た
に
も
か
か
は

ら
ず
、
二
条
派
は
御
意
向
を
無
視
申
上
げ
た
の
で
あ
る
。
更
に
そ
れ
に
続
く
記

事
は
、
花
園
院
の
慨
嘆
を
知
り
得
る
記
事
で
あ
る
。
先
日
続
後
拾
遺
撰
進
に
際

し
、
花
園

ｏ
後
伏
見
両
院
御
製
の
遣
詠
を
申
出
て
き
た
の
で
永
福
門
院
歌
の
無

断
改
変
に
つ
い
て
、
門
院
の
お
咎
と
訂
正
を
申
渡
し
た
が
、
た
だ
恐
縮
の
態
度

を
示
す
だ
け
で
、
撰
者
代
々
の
故
実
を
理
由
に
、
門
院
歌
の
意
趣
は
活
か
し
て

表
現
用
語
だ
け
を
直
し
た
と
言
ふ
返
事
を
す
る
の
み
で
あ

っ
た
。
併
し
改
変
歌

は
既
に
門
院
の
意
趣
と
は
違

っ
た
表
現
に
化
し
て
ゐ
る
。
斯
様
な
表
現
と
意
趣

と
の
相
背
を
、
二
条
派
で
は
ど
う
考

へ
て
ゐ
る
の
か
、
全
く
為
世

一
派
の
態
度



は
和
歌
の
真
趣
を
理
解
せ
ざ
る
者
の
態
度
と
言

っ
て
よ
く
、
和
歌
に
於
け
る
詞

と
意
、
つ
ま
り
表
現
と
内
容
と
の
不
可
分
別
性
と
い
ふ
根
本
精
神
を
理
解
し
て

ゐ
な
い
証
拠
だ
。
詞
の
改
変
は
内
容
の
改
変
に
ま
で
関
連
す
る
も
の
な
の
に
、

詞
を
改
変
し
て
お
き
な
が
ら
内
容
ま
で
及
ば
な
い
と
で
も
考

へ
て
ゐ
る
の
だ
ら

う
か
と
頗
る
憤
慨
な
さ

っ
た
記
事
で
あ
る
。

給
煩
瑣
な
私
注
に
堕
し
た
が
、
京
極
歌
に
対
す
る
二
条
派
の
無
断
改
変
の
事

実
あ
る
こ
と
を
見
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
花
園
院
が
頓
阿
歌
を
修
正
の

上
撰
入
さ
れ
よ
う
と
し
た
行
為
は
、
当
時
に
あ

っ
て
は
不
当
行
為
で
な
く
、
自

派
の
傾
向
を
帯
び
さ
せ
た
上
で
撰
入
す
る
と
い
ふ
態
度
が

一
般
的
で
あ

っ
た
事

を
物
語
る
も
の
な
の
で
あ

っ
た
。
む
し
ろ
頓
阿
歌
の
修
正
の
場
合
は
、
事
前
了

承
を
求
め
、
拒
否
さ
れ
て
も
別
歌
を
無
修
正
で
代
用
さ
れ

（
こ
の
事
は
院
の

「

詞
意
不
可
分
別
」
の
主
張
を
活
か
す
方
法
で
あ
る
）
撰
入
せ
ら
れ
た
点
、
対
照

的
で
注
目
さ
れ
る
。
が
併
し
、
か
う
い
ふ
撰
歌
態
度
が
ひ
い
て
は
そ
の
集
に
一

種
の
偏
向
性
を
帯
び
さ
せ
る
原
因
で
あ

っ
た
こ
と
も
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

ぬ
と
思
ふ
。

以
上
、
京
極
派
の
内
部
に
於
て
は
、
そ
の
指
導
者
層
に
よ
り

「詞
意
不
可
分

別
」
に
低
触
せ
ざ
る
限
度
に
於
て
、　
一
つ
の
粉
本
的
原
歌
を
模
範
と
し
て
、
相

当
の
統
制
力
あ
る
詠
作
練
習
が
課
せ
ら
れ
た
る
痕
跡
の
存
す
る
事
、
そ
の
結
果

対
二
条
歌
風
に
於
て
生
新
な

一
面
を
発
揮
し
得
て
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
は
打
破
せ
ら

れ
た
反
面
、
自
派
内
部
で
類
同
歌
の
多
発
と
い
ふ
別
の
一
面
の
生
ず
る
の
己
む

を
得
な
か
っ
た
事
、
か
つ
そ
の
傾
向
の
回
避
は
、
当
時
の
歴
史
的
特
徴
で
あ
る

正
閏
抗
争
に
深
く
か
か
は
り
を
持
つ
も
の
で
あ

っ
た
為
、
頗
る
困
難
で
あ

っ
た

事
、
等
を
展
望
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
二
条
歌
壇
に
拮
抗
す
る
為

に
、
京
極
派
勢
力
の
拡
大
方
策
と
し
て
採
ら
れ
た
歌
人
群
や
歌
数
の
量
大
化
と

歌
調
の
類
同
性
は
、
京
極
歌
風
を
評
価
す
る
時
看
過
で
き
ぬ
一
面
で
あ
る
が
、

漢
詩
や
連
歌
と
い
ふ
文
芸
に
な
れ
た
当
時
の
知
識
人
に
と

っ
て
は
、
京
極
派
の

所
謂
生
新
な

一
風
と
い
ふ
も
の
も
現
代
人
程
に
は
生
新
と
の
み
映
じ
な
か
っ
た

の
で
な
い
か
と
言
ふ
事
、
お
よ
び
斯
様
な
類
同
性
の
問
題
は
、
中
世
文
芸
の
一

特
性
た
る

「型
の
文
芸
」
に
も
通
ず
る
側
面
が
あ
る
か
と
思
は
れ
る
の
で
、
そ

の
点
い
さ
さ
か
強
調
に
堕
し
た
か
と
思
は
れ
る
が
、
論
述
し
た
次
第
で
あ
る
。

注１
例
へ
ば
、

「
（
玉
葉
集
の
）
文
学
史
意
義
は
、
二
条
家
嫡
流
の
撰
者
の
手
に

な
る
先
行
勅
撰
集
の
、
よ
く
い
え
ば
温
雅
な
、
そ
の
半
面
は
平
板
な
マ
ン
ネ

リ
ズ
ム
に
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
て
、
生
新
な

一
風
を
立
て
て
い
る
と
こ
ろ
に

あ
る
」

「
（風
雅
集
の
）
文
学
史
的
意
義
は
、
ほ
ぼ
玉
葉
集
の
延
長
線
上
に

あ
る
と
見
て
い
い
が
、
風
雅
集
は
玉
葉
集
よ
り
も
、
と
く
に
自
然
描
写
的
な

面
で
は
、　
一
層
繊
細
な
感
覚
を
も
ち
、　
一
段
と
洗
練
さ
れ
た
詩
美
を
ね
ら
う

よ
う
に
な

っ
て
い
る
」
谷
山
茂

。
新
歴
代
文
学
選
中
世
篇
解
説

（自
楊
社
）

２
小
西
甚

一
。
中
世
文
学
の
世
界
所
収

・
玉
葉
集
時
代
と
宋
詩

（岩
波
書
店
）

３
稲
田
利
徳

・
正
徹
の
共
感
覚
的
表
現
歌
の
系
譜

（国
語
国
文
三
八
八
号
）

４
岩
佐
美
代
子

・
玉
葉
風
雅
表
現
の
特
異
性

（国
語
之
国
文
学
五
四
七
号
）

５
日
本
の
詩
歌

（創
元
社
）

６
光
厳
天
皇
遺
芳

（常
照
皇
寺
刊
）

７
玉
葉
と
風
雅

（弘
文
堂
ア
テ
ネ
文
庫
）

８
鎌
倉
室
町
秀
歌

（春
秋
社
）

９
前
掲
注
２
に
同
じ

１０
例
へ
ば

「白
鷺
飛
翔
の
景
を
詠
む
の
は
当
時

一
部
の
歌
人
の
趣
味
に
殊
の
外

か
な

っ
た
と
見
え
て

（鷺
は
一
体
に
よ
く
詠
ま
れ
て
ゐ
る
が
）
…
…
」
上
田
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英
夫

・
玉
葉
風
雅
集
講
義

（改
造
社
短
歌
講
座

・
撰
集
講
義
篇
所
収
）

Ｈ
自
鷺
の
歌

（国
語
国
文
四
〇
六
号
）

・２
前
掲
注
７
に
同
じ

・３
同
右

‐４
花
園
院
御
製
謹
抄

・
花
園
天
皇
の
御
芳
鵬
所
収

（妙
心
寺
刊
）

・５
前
掲
注
８
に
同
じ

・６
前
掲
注
１０
に
同
じ

・７
土
岐
善
麿

・
訳
注
為
兼
卿
和
歌
抄

（初
音
書
房
）

・８
前
掲
注
１４
に
同
じ

・９
前
掲
注
８
に
同
じ
。
但
し
そ
こ
で
こ
の
二
首
を
風
雅
集
歌
と
誤
認
。
事
実
は

二
首
と
も
玉
葉
集
歌
。

”
前
掲
注
１４
に
同
じ
。

２．

「見
ゆ
」
の
世
界

（国
語
国
文
三
六
一
号
）

２２
井
蛙
抄
巻
六
雑
談
に
作
者
不
詳
歌

「
さ
と
の
犬
の
声
す
る
か
た
を
し
る
べ
に

て
と
が
む
る
人
に
や
ど
や
か
ら
ま
し
」
が
あ
る
が
、
◎
歌
の
訛
伝
か
と
思
ヘ

る
く
ら
ゐ
近
似
し
、
頓
阿
が

「是
は
さ
し
て
庶
幾
せ
ら
る
べ
き
体
と
も
覚
え

侍
ら
ぬ
」
と
評
し
て
ゐ
る
点
か
ら
考
へ
て
京
極
派
の
歌
か
も
知
れ
ぬ
。
同
じ

基
盤
よ
り
発
生
し
た
歌
と
も
考

へ
得
る
。

２
私
の
調
査
し
た
歌
集
を
示
す
。
数
字
は
国
歌
大
観
番
号
。
古
今
ツ
・
新
勅
撰

晰
・
続
古
今
囲
。
新
後
撰
獅

‐２‐９
。
玉
葉
７８４
囲

２‐９４
・
続
千
載
椰
・
風
雅
螂
畑
・

新
千
載
即
６６７
団

・
新
後
拾
遺
翻
囲
。
新
続
古
今
９‐８
側
幽

‐４９２
酬

‐８‐‐
．
拾
遺
愚
草

員
外

‐２２５５
。
権
中
納
言
定
頼
卿
集
四
。
新
葉
集
９７７
。
桂
宮
本
為
家
卿
集

・
桂
宮

本
慈
道
親
王
集

れ
日
本
古
典
文
学
大
系

・
連
歌
集

（岩
波
書
店
）
。
伊
地
知
鉄
男
頭
注

あ
万
葉
集
注
釈

・
万
葉
集
私
注

２６
新
古
今
的
な
る
も
の
の
範
囲

２７

「善
阿
が
風
体
は
古
体
に
て
、
救
済

一
向
是
を
用
い
ず
、
其
内
に
少
々
よ
き

も
あ
れ
共
、
筑
波
集
の
時
十

一
句
入
た
る
が
皆
ち
と
は
直
し
た
る
也
、
師
匠

の
風
体
な
を
斯
の
ご
と
し
、
況
ん
や
他
人
を
や
」

（良
基

。
十
間
最
秘
抄
、

五
間
の
答
）

器
現
存
の
続
後
拾
遺
に
は
、
新
院

（花
園
院
）
御
製
と
し
て
三
首
、
院

（後
伏

見
院
）
御
製
と
し
て
七
首
、
永
福
門
院
が
二
首
採
入
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
震
記

を
信
ず
る
限
り
現
存
歌
は
原
歌
の
ま
ま
か
否
か
疑
は
し
く
、
撰
者
の
恣
意
が

働
い
て
ゐ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
の
時
期
の
勅
撰
集
歌
の
取
り
扱
ひ

は
こ
の
意
味
で
慎
重
に
扱
ふ
要
が
あ
る
か
と
思
ふ
。

本
稿
は
昭
和
四
十
四
年
十

一
月
二
十
三
日
、
竜
谷
大
学
に
於
て
開
催
さ
れ
た

中
世
文
学
会
秋
季
大
会
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
、
若
千
補
筆
又
は
削
除
し
た

も
の
で
あ
る
。
当
日
御
指
導
下
さ

っ
た
諸
先
生
に
厚
く
御
礼
申
上
げ
る
。

（大
阪
府
立
勝
山
高
校
教
諭
）
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