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周

阿

風
―
―

風

情

の

性

格

に

つ

い

て

―
―

一

南
北
朝
後
期
よ
り
室
町
初
期
に
か
け
て
の
連
歌
壇
に
お
い
て
、
人
々
が
周
阿

の
句
作
に
個
性
的
な
風
体
を
認
め
て
い
“
に
蛯
は
、
二
条
良
基
の
連
歌
論
書
、

そ
れ
に
続
く
今
川
了
俊
、
朝
山
梵
燈
の
論
書
な
ど
か
ら
容
易
に
窺
い
得
る
こ
と

で
あ
る
。
良
基
は

『
連
歌
十
様
』
及
び

『
十
間
最
秘
抄
』
の
中
で
、
周
阿
の
風

体
を

「当
世
流
行
り
た
る
」
風
体
と
記
し
、
当
時
の
人
々
が
挙

っ
て
そ
の
風
体

を
模
し
た
事
情
を
伝
え
て
い
る
。
又

「
五
十
年
以
来
の
風
体
は
四
、
五
度
も
か

は
り
た
る
と
覚
ゆ
る
な
り
」
（十
間
最
秘
抄
）
と
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、
周
阿

の
風
体
の
流
行
に
先
立

っ
て
、
道
生
、
あ
る
い
は
道
誉
の
風
体
な
ど
、
そ
の
他

に
も
記
録
に
跡
を
留
め
ぬ
様
々
な
風
体
の
流
行
が
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
だ

が
周
阿
の
風
体
の
流
行
は
そ
れ
ら
の
風
体
の
流
行
と
は
異
な
る
意
味
を
も
つ
。

と
い
う
の
は
、
連
歌
が
和
歌
に
替
り
中
世
の
詩
と
し
て
自
己
の
文
学
性
を
獲
得

し
て
ゆ
く
過
程
で
、
彼
の
風
体
は
常
に
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ひ
と
つ
の
課
題

を
、
後
の
時
代
の
連
歌
作
者
に
対
し
て
呈
し
続
け
た
か
ら
で
あ
る
。
後
に
論
ず

る
よ
う
に
、
そ
の
課
題
と
は
表
現
、
と
り
わ
け
風
情

（趣
向

・
着
想
）
の
問
題

で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
作
歌
上
の
根
本
的
な
課
題
の
連
歌
に
お
け
る
解
決
が
、
そ

こ
で
は
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
和
歌
の
課
題
が
共
通
の
課
題
と
し
て
連

歌
に
お
い
て
も
意
識
さ
れ
る
、
そ
の
点
に
既
に
遊
戯
性
を
脱
し
得
た
連
歌
の
成

体

論

寺

島

樵

熟
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
和
歌
連
歌

一
体
説
を
唱
え
、
純
正
化
を
進
め
よ

う
と
し
た
良
基
と
、
彼
の
時
代
が
直
面
し
た
句
作
上
の
課
題
の
具
体
的
な
性
格

が
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
周
阿
の
風
体
は
、
こ
う
し
た
課
題
の
ひ
と
つ
の
際
立

っ
た
具
体
例
で
あ

る
。
伝
え
ら
れ
る
応
永
期
の
周
阿
の
風
体
の
流
行
は
、
当
時
の
連
歌
作
者
達
の

そ
の
課
題
に
対
す
る
解
答
と
選
択
を
意
味
し
、
良
基
の
論
書
以
下
、
了
俊
、
梵

燈
、
宗
初
、
心
敬
、
宗
祇
の
著
作
に
見
ら
れ
る
周
阿
の
風
体
へ
の
評
価
や
批
判

も
、
同
様
に
各
々
の
連
歌
師
の
そ
の
課
題
に
対
す
る
解
答
と
選
択
と
し
て
理
解

で
き
る
。

（
注
２
）

周
阿
の
風
体
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
学
諸
氏
の
論
究
に
よ
り
、
「知
的
」
「技
巧

的
」
「
智
巧
的
」
と
規
定
さ
れ
、
句
の
作
為
性
が
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、　
着

想
の
奇
を
街
う

「新
奇
」
さ
や
、
「奇
知
」
の
働
き
が
言
及
さ
れ
て
き
た
。
前
者

の

「知
的
」
「技
巧
的
」
と
い
う
規
定
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
い
か
に

「知
的
」

「技
巧
的
」
で
あ

っ
た
か

に
つ
い
て
の
考
察
が
、
こ
れ
か
ら
の
周
阿
論
の
課
題

で
あ
り
、
後
者
の

「新
奇
」
「奇
知
」
と
い
う
評
言
に
つ
い
て
は
、　
そ
れ
ら
が

周
阿
の
風
体
の
個
性
を
指
す
と
受
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
特
に
風
情
と

の
関
連
に
お
い
て
更
に
周
到
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

奇
知
的
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
評
価
を
前
に
し
て
生
ず
る
ひ
と
つ
の
疑
間
は
、



大
方
、
河
内
良
阿
、
周
阿
が
風
体
な
ど
も
、
彼
等
が
至
極
と
思
ひ
侍
る
は
、
大
略
作

り
合
て
細
工
が
ま
し
く
、
奇
特
玄
妙
の
句
な
る
哉
。
さ
れ
ば
歌
人
に
あ
ら
ぬ
人
の
面
白

が
る
句
ど
も
な
り
。
（所
々
返
答
）

と
批
判
し
た
心
敬
な
ど
の
、
後
の
連
歌
師
の
評
価
が
必
要
以
上
に
そ
こ
に
取
込

ま
れ
て
は
い
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
時
代
を
共
に
し
、
句

作
の
座
を
共
に
し
、
句
作
上
の
課
題
を
共
に
し
て
、
周
阿
を
熟
知
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
良
基
の
論
書
に
は
、
必
ず
し
も
奇
知
的
で
あ
り
、
新
奇
で
あ
る
と

い
う
評
価
は
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
差
異
は
時
代
差
、
個
人

差
な
ど
に
因
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
差
異
に
注
目
す
る
こ
と
な
し
に
周
阿

の
風
体
を
論
ず
る
こ
と
に
は
、
な
お
若
干
の
疑
間
が
残
る
の
で
あ
る
。

才
蜃

氏 々
ゎ
畷
脚
［
経
¨
『
刹
¨
榔
榔
麒
謝
神
経
囀
鰤
粒
¨
ヽ
は
熱
一
制
に
林
囃

う
、
周
阿
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
二
人
の
作
者
に
よ
る
評
価
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
検

討
を
通
し
て
周
阿
の
風
体
を
考
察
し
た
い
。

ニ

良
基
は

『
十
間
最
秘
抄
』
で
周
阿
の
風
体
を
、
良
阿
の
風
体
を
受
継
ぐ
も
の

と
指
摘
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（周
阿
は
）
連
歌
早
く
て
上
手
に
て
あ
り
し
程
に
、
良
阿
に
は
殊
の
外
に
ま
さ
り
て

あ
り
し
な
り
。
い
ま
も
諸
人
、
こ
の
風
体
を
愛
す
る
か
。
さ
は
さ
は
と
、
意
得
ら
る
る

様
な
る
句
の
常
の
ご
と
く
な
る
が
、
し
か
も
新
し
き
様
に
取
成
す
、
最
も
上
手
と
云
ふ

べ
し
、
近
日
の
風
体
も
大
略
は
こ
の
像
な
り
。
救
済
が
か
か
り
、
言
葉
、
周
阿
が
風
情
、

オ
詢
一
預
あ
る
や
う
に
す
る
を
近
日
の
体
と
申
す
べ
き
に
や
。
諸
人
叶
は
ざ
る
と
こ
ろ

な
り
。

良
基
は
周
阿
の
風
体
を
ま
ず
、

「
さ
は
さ
は
と
意
得
ら
る
る
様
な
る
句
の
常
の

ご
と
く
な
る
」
と
評
す
。

「
さ
は
さ
は
と
」
と
は
、　
こ
の
引
用
部
分
の
少
し
前

の
段
で
、

幽
玄
な
る
詞
は
、
さ
は
さ
は
、
す
べ
す
べ
と
聞
ゆ
る
な
り
。
近
頃
、
救
済
、
周
阿
な

ど
が
詞
ざ
し
を
学
ぶ
べ
し
。

と
述
べ
て
い
る
例
な
ど
か
ら
、
平
明
で
曖
味
さ
の
な
い
美
し
さ
を
表
す
擬
態
語

と
理
解
で
き
る
。
ま
た

「常
の
ご
と
く
」
は
、

さ
の
み
珍
し
き
風
情
を
外
に
求
む
る
事
、
し
か
る
べ
か
ら
ず
。
た
だ
清
風
明
月
の
古

き
寄
合
に
て
新
し
く
し
な
す
べ
し
。
常
の
事
を
珍
し
く
す
る
を
上
手
と
は
申
す
な
り
。

珍
し
き
事
を
汚
く
取
成
す
を
下
手
と
は
申
す
な
り
。

か
ら
、
奇
を
衡
う
こ
と
の
な
い
、
尋
常
な
、
と
い
う
通
行
の
語
義
通
り
に
、
ま

ず
解
釈
し
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
更
に
、
そ
れ
を
良
基
の
論
の
文
脈
に
お
い
て

考
え
る
な
ら
ば
、

風
情
の
俗
な
る
と
云
ふ
も
、
珍
し
き
が
よ
き
と
心
得
て
、
存
外
の
風
情
な
ど
出
来
す

る
を
悪
し
と
は
申
す
な
り
。
さ
る
事
も
あ
り
と
覚
ゆ
る
や
う
に
、
有
の
ま
ま
の
風
情
の

優
し
き
を
俗
な
ら
ぬ
と
は
申
す
な
り
。

の
用
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

「珍
し
き
」
と
対
照
的
に
用
い
ら
れ
る

「
有
の

ま
ま
」
と
同
じ
意
味
を
も
併
せ
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
そ
れ
は
単
に
尋
常

な
と
い
う
消
極
的
な
意
味
に
止
ま
ら
ず
、
二
条
家
流
歌
学
の
理
念
で
あ
る
、
着

想
、
表
現
、
感
情
の
古
典
主
義
的
、
伝
統
的
な
有
り
方
と
し
て
、
い
わ
ば
詠
出

に
際
し
て
指
向
さ
る
べ
き
規
範
に
則

っ
た
、
と
い
う
積
極
的
な
意
味
が
担
わ
さ

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
平
明
で
美
し
く
、
奇
を
街
う
こ
と
の
な
い

伝
統
的
な
句
が

「
新
し
く
取
成
」
さ
れ
る
、
こ
の
よ
う
に
良
基
の
評
価
を
理
解

す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

で
は

「取
成
し
」
の
新
し
さ
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
引
用
文
末
尾

の
、
「救
済
が
か
か
り
、
一言
葉
、
周
阿
が
風
情
、
一
句
の
興
あ
る
や
う
に
す
る
を



近
日
の
体
と
申
す
べ
き
に
や
。」
と
い
う
言
葉
が
補
足
的
に
示
し
て
い
る
。
こ

こ
で
良
基
は

「
心

・
詞

・
姿
」
の
歌
論
上
の
三
つ
の
批
評
基
準
に
対
応
す
る
連

歌
の

「風
情

二
言
葉

。
か
か
り
」
を
挙
げ
て
、
周
阿
の
風
体
の
根
幹

を
風
情

（趣
向

。
着
想
）
に
認
め
る
の
で
あ
る
。
続
く

「
一
句
の
興
あ
る
や
う
に
す
る
」

と
の
評
言
は
、
句
の
興
趣
を
指
す
と
同
時
に
、
当
然
そ
の
興
趣
を
喚
起
す
る
風

情
の
性
格
を
も
説
明
す
る
。
つ
ま
り

「取
成
し
」
の
新
し
さ
と
は
、
「常
の
事
」

で
あ
る
伝
統
的
な
表
現
及
び
風
情
の
転
換
を
通
し
て
旧
套
を
脱
し
た
新
し
さ
と

考
え
ら
れ
る
。
又
、
良
基
の
他
の
論
書
に
記
さ
れ
た
周
阿
の
句
作
の
兼
日
性
、

あ
る
い
は

「
こ
ま
か
に
く
だ
き
た
る
」
句
を
好
ん
だ
と
い
う
評
価
の
意
味
も
、

前
者
は
風
情
の
彫
琢
に
腐
心
す
る
彼
の
句
作
の
有
り
方
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り

後
者
は
句
作
の

「大
様
さ
」
に
対
す
る
緻
密
さ
の
指
摘
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
単

に
言
葉
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
風
情
の
問
題
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
良
基
に
よ
る
周
阿
の
風
体
の
批
評
を
吟
味
し
て
明
ら
か
に

な
る
特
徴
は
、
問
題
と
な
る
批
評
の
対
象
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
彼
の
風
体
の
風
情

の
問
題
へ
と
収
東
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
周
阿
の
風
体

の
課
題
は
、
そ
の
風
情
の
性
格
の
考
察
に
あ
る
と
い
う
前
記
の
理
由
が
よ
り
よ

く
理
解
し
得
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
以
上
の
良
基
の
批
評
が
、
実
際
に
周
阿
の
旬
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
関

わ

っ
て
い
る
か
を
検
討
し
た
い
。
し
か
し
良
基
の
論
書
に
見
え
る
周
阿
の
風
体

の
例
句
は
少
な
く
、　
具
体
的
な
検
討
の
素
材
に
窮
す
る
の
で
あ
る
が
、　
ま
ず

『
九
州
問
答
』
の
次
の
場
合
を
考
え
て
み
る
。

歌
の
同
類
を
仕
り
候
ふ
事
、
周
阿
な
ど
も
常
に
候
ひ
し
と
覚
え
候
ふ
。
仮
今
、
周
阿

が
句
に
、

我
に
憂
き
人
ぞ
水
上
涙
川

是
は
主
も
自
讃
し
候
ひ
し
。
但
し
、
涙
川
な
に
水
上
を
尋
ね
け
ん
、
と
云
ふ
歌
の
心
に

違
は
ず
候
ふ
。
こ
の
事
苦
し
か
ら
ず
候
ふ
や
ら
ん
。

了
俊
の
間
に
対
す
る
良
基
の
答

（後
述
）
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
で
特
に

注
意
し
た
い
の
は
、
以
下
の
三
つ
の
点
で
あ
る
。　
一
つ
は
こ
の
種
の
風
情
の
句

を
周
阿
が
常
に
詠
ん
だ
と
い
う
点
。
又
、　
一
つ
は
、
こ
の
句
が
彼
の
自
讃
の
句

で
あ

っ
た
こ
と
が
了
俊
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
三
に
は
、

こ
の
句
が
先
の

『
十
間
最
秘
抄
』
で
示
さ
れ
た
良
基
の
周
阿
の
風
体
の
規
定
に

か
な
り
近
い
内
容
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

さ
て
右
の
例
句
は
、
了
俊
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
古
今
集

。
恋

一

涙
川
な
に
み
な
か
み
を
尋
ね
け
む
物
思
ふ
時
の
わ
が
身
な
り（け
嘘

を
踏
ま
え
る
本
歌
取
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
八
代
抄
』
が
、

物
思
ふ
時
の
、
我
身
よ
り
出
る
泊
川
を
、
何
水
上
を
よ
そ
に
た
づ
ね
つ
る
ぞ
と
也
。

と
、
こ
の
本
歌
を
釈
す
よ
う
に
、
歌
意
は
、
外
に
求
め
て
い
た
涙
川

（涙
）
の

水
上

（原
因
）
は
、
実
は
他
な
ら
ぬ
恋
す
る
我
身
で
あ

っ
た
の
だ
と
い
う
自
得

の
表
現
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
周
阿
の
句
は
、
そ
の
水
上
を
内

（我
身
）
に

求
め
る
の
で
は
な
く
、
外

（我
に
憂
き
人
）
に
見
出
す
。
「涙
川
」
「水
上
」
と

い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
意
味
は
変
え
ず
、
本
歌
の
修
辞
と
風
情
を
そ
の
ま
ま

襲
い
な
が
ら
も
、
「何
水
上
を
よ
そ
に
た
づ
ね
つ
る
ぞ
」
と
い
う
自
得
の
表
現

に
対
し
、
「
水
上
」
は

「我
に
憂
き
人
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
よ
そ
に
た
づ
ね
」

さ
せ
る
本
歌
の
転
換
に
、
周
阿
の
風
情
に
お
け
る

「取
成
し
」
の
ひ
と
つ
の
例

が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
新
し
い
角
度
か
ら
本
歌
の
風
情
と

切
結
び
、
本
歌
の
風
情
の
再
構
成

（取
成
し
）
を
意
図
す
る
風
情
の
有
り
方
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

但
し
ひ
と
つ
の
問
題
点
は
、
前
引
の
了
俊
の
間
に
対
し
て
良
基
が
、

歌
に
も
連
歌
に
も
同
類
を
嫌
う
事
は
同
じ
事
な
り
。
但
し
歌
の
同
類
は
万
人
沙
汰
す

る
事
な
れ
ば
隠
れ
な
し
。
連
歌
を
歌
に
て
作
り
て
出
し
た
る
時
は
当
座
に
も
い
た
く
同



類
と
も
聞
へ
ぬ
間
、
是
を
嫌
ふ
事
は
な
し
。
さ
れ
ど
も
ま
さ
し
く
古
歌
同
物
に
て
、
人

の
難
ぜ
ん
時
は
返
さ
る
べ
き
な
り
。
是
は
尤
も
甘
心
せ
ず
。
覚
へ
ざ
ら
ん
程
は
面
白
か

る
べ
き
事
な
れ
ば
、
真
実
道
を
執
せ
ん
人
好
み
用
ふ
べ
か
ら
ず
。
歌
に
も
連
歌
に
も
い

ま
だ
な
か
ら
ん
風
情
こ
そ
大
切
に
侍
れ
。

と
答
え
て
、
周
阿
の
句
の
風
情
を
本
歌
と
の
同
類
ゆ
え
に
新
し
い
風
情
と
は
認

め
ず
、
そ
こ
に
難
を
呈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
類
で
あ
る
か
否
か
の
判
断

は
当
時
に
お
い
て
も
微
妙
な
問
題
で
あ
り
、
明
確
な
基
準
の
設
定
は
困
難
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
良
基
と
了
俊
の
難
を
、
彼
等
の
言
葉
通
り

「古
歌
同

物
」
の
風
情
の
問
題
と
し
て
受
取
る
な
ら
ば
、
「涙
川
」
の
句
が
和
歌
の
同
類

と
さ
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
句
の
風
情
が
本
歌
の
単
な
る
意
味
上
の
転
換
を

意
図
す
る
に
止
ま
っ
た
こ
と
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
歌

の
感
情
、
内
容
が
深
化
さ
れ
、
あ
る
い
は
新
し
い
表
現
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う

風
情
の
働
き
、
言
う
な
れ
ば
歌
の
根
底
を
な
す
情
調
の
新
し
い
構
成
に
参
加
す

る
、
方
途
と
し
て
の
風
情
が

「涙
川
」
の
句
に
は
見
出
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

替

っ
て
そ
こ
に
は
、
歌
の
意
味
上
の
転
換
に
止
ま
る
と
い
う
、
転
換
そ
の
も
の

に
意
義
が
付
与
さ
れ
た
、
い
わ
ば
風
情
が
そ
れ
自
体
の
興
趣
の
主
張
を
目
的
と

す
る
か
の
ご
と
き
対
照
的
な
有
り
方
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
周
阿
の
自
讃
の
句
を
、
和
歌
の
同
類
と
し
て
退
け
た
良
基
で
あ

る
が
、
『連
歌
十
様
』
で
は
次
の
句
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
彼
は
同
書
で
、
連

歌
は

「
た
だ
朝
夕
の
事
を
珍
し
く
す
る
を
本
意
と
は
云
ふ
べ
き
」
と
規
定
し
、

「常
の
ご
と
き
」
「有
の
ま
ま
」
の
風
情
の
連
歌
を
強
調
し
て
、
救
済
の
、

身
の
ゆ
く
へ
花
の
散
る
に
も
お
ど
ろ
か
で

と
共
に
、
周
阿
の

昔
だ
に
憂
き
身
の
い
つ
を
忍
ぶ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

の
二
句
を
挙
げ
、
「
か
や
う
の
姿
を
本
と
な
す
べ
く
候
ふ
ピ

と
記
す
。

さ
て
、
前
の

「涙
川
」
の
句
同
様
、
こ
の
句
に
お
い
て
も
和
歌
的
な
表
現
、

風
情
が
周
到
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
が
ま
ず
看
取
さ
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
堀

河
百
首
の
顕
仲
の
詠
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（注
↓

い
つ
と
て
も
思
い
出
も
な
き
世
の
中
に
な
に
と
音
の
恋
し
か
る
ら
ん

あ
る
い
は
新
古
今
集
の
清
輔
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（注
３

長
ら
へ
ば
ま
た
こ
の
頃
や
忍
ば
れ
む
憂
し
と
見
し
世
ぞ
今
は
恋
し
き

な
ど
の
歌
が
お
そ
ら
く
周
阿
の
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
周
阿
は

こ
の
よ
う
に
、
和
歌
に
お
い
て
既
に
準
備
さ
れ
て
い
る

「有
の
ま
ま
」
な
述
懐
、

懐
旧
の
表
現
や
感
情
を
、
そ
の
ま
ま
よ
り
限
ら
れ
た
詩
形
で
あ
る
連
歌
の
一
句

に
移
す
。
先
の

「涙
川
」
の
句
と
併
せ
て
考
え
る
時
、
そ
こ
に
独
創
と
い
う
通

念
か
ら
は
お
よ
そ
懸
け
離
れ
た
、
和
歌
か
ら
連
歌
へ
の
移
行
そ
れ
自
体
の
中
に

句
作
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
意
識
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
意
識
に
支
え
ら
れ
た
こ
の
句
は
、
先
行
す
る
和
歌
の
伝
統
を

さ
な
が
ら
踏
襲
し
、
一
見
新
し
さ
に
欠
け
る
か
の
印
象
を
与
え
る
の
だ
が
、
「涙

川
」
の
句
と
は
異
な
り
、
こ
こ
に
は
和
歌
の
同
類
と
い
う
難
を
逃
れ
る
新
し
い

表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
「涙
川
」
の
句
と
の
比
較
か
ら
明
ら
か
に
な
る
差
異
は
、

「涙
川
」
の
句
が
風
情
の
み
な
ら
ず
、
修
辞
に
お
い
て
も
本
歌
を
襲
用
し
て
い

る
の
に
対
し
、
こ
の
句
は
本
歌
の
風
情
は
変
え
ず
、
修
辞
を
変
え
た
点
に
あ
る
。

っ
ま
り

「涙
川
」
の
句
の
新
し
さ
は
、
本
歌
の
意
味
の
上
で
の
転
換
に
懸

っ
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
句
で
は
修
辞
を
変
え
る
と
い
う
、
表
現
の
転
換
が
も

た
ら
す
新
し
さ
が

一
句
の
眼
目
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に

「珍
し
き
風
情
」
で

は
な
く
、
「有
の
ま
ま
の
風
情
」
に
お
け
る
新
し
さ
が
認
め
ら
れ
る
。
　
　
　
・

議
論
が
句
の
具
体
的
な
側
面
か
ら
や
や
離
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
句
の
表
現
に

則
し
て
更
に
検
討
し
て
み
る
。
ま
ず
本
歌
で
あ
る
顕
仲
の
歌
は
、
表
現
の
中
心



が
下
旬
、
「
な
に
と
昔
の
恋
し
か
る
ら
ん
」
に
お
け
る

「
な
に
と
」
に
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、　
一
首
の
感
動
は
、
そ
の

「
な
に
と
」
に
対

す
る
答
と
な
る
べ
き
、
過
去
を
慕
う
理
由
で
あ
る
現
在
の
不
如
意
の
表
現
に
あ

る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
懐
旧
の
念
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
現
在

の
自
己
の
辛
い
境
遇
や
心
境
の
表
現
、
そ
し
て
そ
の
沈
欝
な
情
調
の
表
現
が
和

歌
の
伝
統
に
お
け
る
懐
旧
の
題
詠
歌
の
ひ
と
つ
の
基
調
を
な
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
本
歌
の
表
現
を
懐
旧
の
本
意
的
表
現
と
呼
ん
で
支
障
え
あ
る
ま
い
。

さ
て
、
周
阿
の
句
は
本
歌
の
風
情
だ
け
で
は
な
く
、
修
辞
に
お
い
て
も
懐
旧

の
肝
要
な
語

（「
い
つ
」
塁
己

「忍
ぶ
し

は
そ
の
ま
ま
襲
用
し
つ
つ
僅
か
に
本

歌
の

「
い
つ
と
て
も
」
を

「
い
つ
を
」
と
変
え
る
こ
と
で
、
微
妙
な
表
現
の
差

を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
の
表
現
の
差
が
、
本
歌
に
は
な
い
こ
の
旬
の
も
つ
新

し
さ
に
寄
与
し
て
い
る
と
言
え
る
。
即
ち
、
顕
仲
の
歌
に
お
い
て
は
前
述
の
ご

と
く
、
「
な
に
と
」
に
一
首
の
感
動
が
あ

っ
た
の
に
対
し
、
周
阿
の
句
で
は
二

句
目
の

「
い
つ
を
」
に
表
現
が
収
束
さ
れ
る
。
忍
ぶ
べ
き
昔
と
も
思
え
ぬ
、
そ

の
音
の
い
つ
を
忍
ぶ
と
い
う
の
か
、
そ
の
よ
う
な
自
身
の
心
の
矛
盾
を
衝
く
表

現
に
そ
れ
は
な
っ
て
い
る
。
和
歌
で
の
表
現
が
詠
嘆
的
、
主
情
的
で
あ
る
の
に

対
し
、
周
阿
の
句
は
、
懐
旧
す
る
自
己
の
心
の
矛
盾
を
距
離
を
設
け
て
客
観
的

に
眺
め
る
。
そ
こ
に
心
の
矛
盾
の
発
見
に
興
ず
る
知
的
な
、
軽
や
か
な
心
を
さ

え
読
取
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

同
じ
く
懐
旧
の
本
意
的
表
現
を
分
か
ち
あ
い
な
が
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
た
本

歌
と
周
阿
の
句
の
違
い
は
、
周
阿
の
句
が
和
歌
の
単
な
る
言
換
え
に
止
ま
ら
ず
、

本
歌
を
新
し
い
角
度
か
ら
照
し
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
連
歌
独
自
の
表
現
で
あ

る
の
を
示
す
。
旧
来
の
懐
旧
の
歌
の
沈
ん
だ
情
調
の
抒
情
性
に
加
え
て
、
明
る

い
軽
や
か
な
感
興
が
認
め
ら
れ
、
更
に
進
ん
で
言
う
な
ら
ば
、
良
基
が

「花
香
」

と
い
う
言
葉
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
、
「う
き
う
き
」
「
か
ろ
が
ろ
」
と
し

た
、
連
歌
独
自
の
幽
玄
な
表
現
が
そ
こ
に
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
４
『
）

以
上
、
論
書
に
残
さ
れ
た
良
基
の
評
価
と
、
二
つ
の
例
句
の
考
察
を
通
し
て
、

周
阿
の
風
体
の
性
格
を
か
な
り
明
確
に
し
得
た
と
思
う
が
、
そ
こ
に
は
伝
統
的

な
和
歌
の
文
学
性
へ
包
摂
さ
れ
よ
う
と
す
る
意
識
と
と
も
に
、
和
歌
の
風
情
や

表
現
を
新
し
い
角
度
か
ら
取
上
げ
、
新
し
い
連
歌
的
表
現
を
生
み
出
そ
う
と
す

る
意
識
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
「涙
川
」
の
例
句
は
風
情
の
転
換
に
よ
り
、

「昔
だ
に
」
の
例
句
は
表
現
の
転
換
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
新
し
い
表
現
を
意
図
す

る
と
共
に
、
本
意
的
表
現
へ
と
向
う
指
向
性
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。
彼
の
風
体

の
「知
的
」
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、そ
れ
ら
の
転
換
に
顕
わ
れ
た
句
の
有
り
方
に

対
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「新
奇
」
「奇
知
」
と
い
う
従
来
の
評

言
が
予
想
さ
せ
る
意
表
を
つ
く
奇
抜
さ
や
滑
稽
さ
は
、
実
は
彼
の
風
体
が
指
向

す
る
表
現
内
容
で
は
な
く
、
そ
の
句
は
む
し
ろ
和
歌
の
同
類
と
い
う
難
を
も
蒙

る
よ
う
な
、和
歌
的
な
伝
統
へ
と
馴
致
さ
れ
た
、「常
の
ご
と
き
」
も
の
で
あ

っ
た
。

周
阿
の
風
体
の
こ
の
有
り
方
は
、
良
基
に
よ
っ
て
的
確
に
理
解
さ
れ
て
い
た
。

先
の

『
連
歌
十
様
』
で
良
基
は
、
前
述
の
救
済
、
周
阿
の
両
句
を
引
用
し
た
後
、

「彼
の
両
輩
鉢
轍
弯
、
周
阿
）
と
も
風
体
は
各
別
な
り
と
云
へ
ど
も
、
心
地
は

皆
ひ
と
つ
な
り
。」
と
述
べ
て
、
「風
体
」
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
句
作
の

意
識
に
潜
む
共
通
の
、
和
歌
的
な
幽
玄
な
表
現
へ
向
お
う
と
す
る
指
向
（心
地
）

に
お
い
て
、
両
者
は
同

一
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
良
基
の
こ
の
救
済
周
阿
同

意
説
の
示
す

「
心
地
」
に
、
周
阿
の
風
体
の
根
底
を
な
す
句
作
の
意
識
が
あ
る

こ
と
を
、
改
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
良
基
は
、
和
歌
の

「
幽
玄
」
と
い
う
概
念
を
も

っ
て
当
時
の

連
歌
の
俗
の
克
服
を
目
指
し
た
。
そ
の
連
歌
壇
に
あ

っ
て
、
連
歌
の
自
立
性
を

保
持
し
つ
つ
、
い
か
に
和
歌
の
文
学
的
伝
統
を
吸
収
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
は

緊
要
の
課
題
で
あ

っ
た
。
周
阿
の
句
作
の
実
践
に
示
さ
れ
た
風
体
の
有
り
方
は
、



そ
の
課
題
に
お
け
る
彼
の
自
然
な
工
夫
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
以

上
の
指
摘
に
良
基
の
周
阿
に
対
す
る
評
価
の
検
討
を
上
め
、
次
の
梵
燈
の
周
阿

評
の
考
察
に
転
ず
る
こ
と
と
す
る
。

三

周
阿
の
風
体
の
考
察
に
お
い
て
従
来
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
論
書
に
、
梵
燈

の

『
長
短
抄
』
が
あ
る
。
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
句
が
、
周
阿
の
風
体
の
典
型
を

示
す
証
句
と
見
倣
さ
れ
、
ま
た
論
ぜ
ら
れ
て
も
き
た
。
こ
の
章
で
は
こ
れ
ら
の

証
句
に
対
す
る
梵
燈
の
評
価
を
検
討
し
、
前
章
で
の
良
基
の
評
価
と
の
間
に
生

ず
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

早
く

（
金
断
発
治
郎
氏
が

『
知
連
抄
』
と

『
長
短
抄
』
と
の
関
係
を
論
じ
て
お

ら
れ
る
の
で
、
『
長
短
抄
』
の
原
本
と
も
言
う
べ
き

『知
連
抄
』
の
名
匠
風
体
に

お
け
る
周
阿
の
風
体
に
対
す
る
評
価
を
ま
ず
問
題
に
す
べ
き
か
、
と
も
思
え
る

の
で
あ
る
が
、
良
基
と
梵
燈
と
の
間
の
、
周
阿
の
風
体
の
受
容
に
お
け
る
差
異

を
通
し
て
考
察
を
進
め
よ
う
と
す
る
本
稿
の
意
図
と
、
そ
れ
に
加
え
て
以
下
の

二
つ
の
理
由
か
ら
、
こ
こ
で
は

『
長
短
抄
』
だ
け
を
扱
う
こ
と
に
す
る
。
第

一

に

『
知
連
抄
』
が
良
基
の
著
作
と
し
て
ど
の
程
度
に
真
憑
性
を
も
つ
か
疑
間
で

あ
る
こ
と
。
第
二
に
良
基
の
論
書
―
↓
『知
連
抄
』
―
↓
『
長
短
抄
』
と
い
う
祖

述
の
流
れ
に
お
い
て
、
梵
燈
自
身
の
意
見
に
乏
し
い
と
さ
れ
る

『
長
短
抄
』
で

の
周
阿
の
風
体
の
批
評
に
は
、
祖
述
と
い
う
体
裁
は
と
り
な
が
ら
も
、
梵
燈
独

自
の
評
価
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
以
上
の
二
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず

『
長
短
抄
』
の
周
阿
の
風
体
の
批
評
を
次
に
挙
げ
る
。

周
阿
の
句
は
心
巧
み
に
し
て
、
風
情
を
飾
る
と
云
へ
り
。
し
か
れ
ど
も
、
是
も
秀
逸

な
り
。
そ
の
証
句
に
、

闇
を
待
つ
い
さ
り
の
海
士
の
月
に
寝
て

風
あ
れ
ば
明
日
の
泊
り
に
舟
の
来
て

雲
あ
れ
ば
出
づ
る
山
に
も
月
入
り
て

こ
の
句
の
体
、
寝
る
ま
じ
き
月
に
寝
さ
せ
、
明
日
の
泊
り
に
舟
を
や
り
、
出
づ
る
山
に

月
を
入
れ
、
巧
み
た
る
風
情
な
れ
ど
も
、
是
も
有
の
ま
ま
の
句
な
り
。
心
な
き
海
士
の

月
に
寝
る
事
、
疑
い
な
し
。
追
風
に
舟
の
早
き
事
、
珍
ら
し
か
ら
ず
。
雲
の
か
か
れ
ば

出
づ
る
山
の
端
に
も
月
の
隠
る
る
事
あ
り
。
有
の
ま
ま
な
り
。
よ
く
よ
く
思
案
す
れ
ば
、

い
づ
れ
も
有
の
ま
ま
な
る
が
故
に
、
師
弟
子
の
意
地
同
事
と
云
へ
り
、
侍
公
周
阿
同
意

の
事
、
連
歌
の
秘
事
な
り
。
心
得
べ
き
も
の
な
り
。

さ
て
、
三
つ
の
証
旬
の
選
択
に
既
に

「
巧
み
た
る
風
情
」
を
周
阿
の
風
体
の

根
幹
と
考
え
る
梵
燈
の
認
識
が
よ
く
顕
わ
れ
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、

『
長
短

抄
』
で
は
、
『
梵
燈
庵
主
返
答
書
』
に
お
い
て
彼
が

「
う
る
は
し
き
体
」
と

評

し
た

（
『知
連
抄
』
に
も
採
る
）（注

・３
）

松
原
の
う
す
雪
ま
て
ば
風
吹
き
て

や
、
同
じ
く

「
か
か
り
よ
き
体
」
と
評
し
た

（『連
歌
十
様
』
に
も
採
る
）

昔
だ
に
憂
き
身
の
い
つ
を
忍
ぶ
ら
ん

を
風
体
の
証
旬
に
挙
げ
ず
、
替
り
に

「巧
み
な
る
体
」
と
評
し
た
。

風
あ
れ
ば
明
日
の
泊
り
に
舟
の
来
て

を
採
る
か
ら
で
あ
る
。
『知
連
抄
』
や

『連
歌
十
様
』
が
『
長
短
抄
』
で
の
梵
燈

の
批
評
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
旬
に

「
巧
み
な
る
体
」

の
句
の
み
を
挙
げ
る
の
は
、
そ
の
取
捨
に
彼
独
自
の
意
図
を
示
そ
う
と
す
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。

同
じ
く
巧
ん
だ
風
情
を
周
阿
の
風
体
の
根
幹
と
す
る
と
は
言
え
、
こ
こ
に
挙

げ
ら
れ
た
証
句
は
、
前
章
で
検
討
し
た
良
基
の
論
書
中
の
周
阿
の
句
と
は
、
そ

の
風
情
の
性
格
に
お
い
て
か
な
り
異
質
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
こ
に
自
ず

か
ら
良
基
と
梵
燈
の
観
点
の
差
異
が
顕
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
差
異



は
証
句
の
違
い
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
良
基
の
指
摘
し
た
救
済
周
阿
同
意
説

の
解
釈
に
お
い
て
更
に
明
確
に
な
る
。

前
章
で
検
討
し
た

『
連
歌
十
様
』
に
お
け
る
良
基
の
同
意
説
は
、
和
歌
的
な

風
情
、
表
現
を
指
向
す
る
、
両
者
の
風
体
に
共
通
な
意
識
を
指
す
も
の
で
あ

っ

た
。

即
ち

「常
の
ご
と
く
」
「有
の
ま
ま
」
と
い
う
風
体
へ
の
評
言
は
、　
両
者

の
句
の
俗
を
脱
し
た
幽
玄
な
言
葉
、
風
情
を
意
味
し
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
本
意

的
表
現
を
指
向
す
る
両
者
の
意
識
を
確
認
し
て
、
良
基
は
同
意
説
を
唱
え
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
梵
燈
は
周
阿
の
旬
に
つ
い
て
、
「寝
る
ま
じ
き
月
に
寝
さ

せ
、
明
日
の
泊
り
に
舟
を
や
り
、
出
づ
る
山
に
月
を
入
れ
」
る
巧
ま
れ
た
作
為

的
な
風
情
も
、
現
実
に
有
り
得
る
事
の
表
現
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お

い
て

「有
の
ま
ま
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
や
は
り

「有
の
ま
ま
」
な
風
情
の
救
済
と

い
疇
け
れ
議
崚
】
』
♂
嘲
に
は
畔
¨
『
赫
赫
な
場
議
な
が
は
に
は

な
（
の

」
吻
薇
け

無
理
は
、
良
基
の

「有
の
ま
ま
」
の
理
解
と
彼
の
理
解
が
相
違
す
る
点
か
ら
生

じ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
良
基
が
古
典
主
義
的
で
あ
り
伝
統
的
表
現
で
あ
る
、

と
い
う
意
味
で

「有
の
ま
ま
」
を
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
梵
燈
の
場
合
は
、

理
路
を
通
し
て
導
き
出
さ
れ
た
有
り
得
る
事
、
あ
る
い
は
起
り
得
る
事
の
表
現

を

「有
の
ま
ま
」
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
心
な
き
海
士
の
月
に

寝
る
事
、
疑
い
な
し
」
に
示
さ
れ
た

「有
の
ま
ま
」
の
理
解
は
、
「心
な
き
海

士
」
と
い
う
類
型
化
さ
れ
た
古
典
主
義
的
な
表
現
の
規
範
を
も
と
と
し
て
、
そ

の
よ
う
な
海
士
で
あ
る
な
ら
、
月
を
見
ず
に
寝
る
こ
と
も
理
屈
に
叶
い
有
り
得

る
事
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
も

「有
の
ま
ま
」
と
す
る
。
そ
こ
で
は
明
ら
か

に
良
基
の
場
合
と
較
べ
て
、
「有
の
ま
ま
」
が

よ
り
広
い
意
味
で
捉
え
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
良
基
と
梵
燈
と
の
間
に
生
じ
た

「有
の
ま
ま
」
に
つ
い
て
の
理

解
の
差
異
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
が
異
な
る
位
相
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
因
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
位
相
の
差
異
は
、
宗
牧
の

『
当
風
連
歌
秘
事
』

に
記
さ
れ
て
い
る

「
法
」
と

「
理
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
の
差
異
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
。
良
基
と
梵
燈
の
饂
齢
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
い
ま
少
し
こ
の

点
か
ら
考
え
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

連
歌
に
法
と
理
と
は
何
を
も
と
に
用
う
べ
き
ぞ
や
、
い
か
が
。
答
へ
て
云
ふ
。
理
を

押
す
法
は
あ
れ
ど
、
法
を
破
る
理
な
し
と
な
り
。
い
か
に
理
よ
く
付
き
候
ふ
と
も
、
法

の
外
の
連
歌
は
有
る
べ
か
ら
ず
候
ふ
。
そ
の
故
は
、
祇
公
の
、
座
に
て
、

木
が
く
れ
の
月
に
心
は
慰
ま
で

と
い
ぶ
句
出
で
来
て
、
座
を
立
ち
給
ふ
に
、
長
公

山
風
す
ご
き
秋
の
明
ぼ
の

と
付
け
給
ふ
。
祗
公
座
へ
帰
り
給
ふ
に
、
執
筆
披
露
せ
し
に
、
「面
白
き
御
句
な
り
。

誰
が
あ
そ
ば
さ
れ
候
ふ
。」
と
あ
り
け
れ
ば
、
「長
公
の
。」
と
申
し
候
へ
ば
、

「さ
て

は
こ
の
句
か
へ
り
給
へ
。」
と
て
、
す
ら
せ
ら
れ
け
る
に
、
雪
様
、
「少
し
直
し
て
留
め

た
ま
へ
。」
と
仰
せ
出
だ
し
け
れ
ば
、
長
公
案
じ
直
し
て
、
「山
風
す
ご
き
夕
暮
の
秋
、

と
申
す
べ
き
か
。」
と
の
た
ま
へ
ば
、
「そ
れ
こ
こ
そ
法
に
候
へ
。」
と
て
褒
め
給
ひ
け

る
な
り
。
是
を
も
っ
て
分
別
あ
る
べ
き
か
。

こ
こ
で
の
宗
祇
の
難
は
、
伊
地
知
鉄
男
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
弘
辞
ヾ

「す
ご
き
」

と
い
う
語
の
表
す
情
調
に
対
し
て
、

「
秋
の
明
ぼ
の
」
と
配
し
た
宗
長
の
句
の

風
情
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
付
句
は
前
句
の

「
月
」
を
受
け
る
秋
の
季

の
継
続
で
あ
り
、
「
心
は
慰
ま
で
」
の
旬
に
対
し
、
山
里
の
風
の
凄
じ
さ
と
、
山

里
住
み
の
寂
し
さ
を
描
く

「
山
風
す
ご
き
」
の
旬
の
付
合
は
、
連
想
と
し
て
そ

れ
ぞ
れ
理
路
に
叶

っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
秋
の
明
ぼ
の
」
に
よ

っ
て
。
そ
の

よ
う
な
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
着
想
が
、
言
外
に
否
定
の
意
味
を
こ
め
て
、

宗
祇
が
二
重
の
意
味
で

「
面
白
し
」
と
評
し
た
こ
の
句
の
新
し
い
風
情
で
あ
り
、

狙
い
で
あ

っ
た
。



と
こ
ろ
が
、
古
歌
の
伝
統
に
お
い
て

「秋
の
明
ぼ
の
」
の
用
例
は
限
ら
れ
て

お
り
、
例
え
ば
勅
撰
集
で
は
玉
葉
集
に
た
だ

一
例
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に

「秋
の
明
ぼ
の
」
が
限
ら
れ
た
表
現
と
し
て
し
か
有
り
得
な
か
っ
た
理

由
は
、
『近
来
風
体
』
で
良
基
が
俊
成
の
歌
会
の
判
詞
を
引
い
て
述
べ
た
よ
う

な
、
確
固
と
し
た
認
識
が
当
時
の
歌
人
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

良
基
は

「
一
向
不
レ
可
レ用
詞
」
の
項
の
中
で
次
の
よ
う
に

「秋
の
明
ぼ
の
」
を

挙
げ
る
。

春
の
夕
暮
、
秋
の
明
ぼ
の
、
六
百
番
の
判
に
云
ふ
。
春
の
明
ぼ
の
こ
そ
艶
な
る
こ
と

に
云
ひ
け
る
を
、
秋
の
明
ぼ
の
、
春
の
夕
暮
、
新
し
く
や
。

「新
し
く
や
」
と
い
う
評
言
に
は
、
そ
こ
に
俊
成
が
こ
め
た
以
上
に
良
基
の
時

代
は
否
定
的
な
意
味
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
良
基
の
批
判

は
そ
の
ま
ま
宗
祇
の
宗
長
に
対
す
る
批
判
に
繋
が
る
と
言
え
よ
う
。
即
ち
、
「明

ぼ
の
」
の
語
が
時
と
し
て
秋
の
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
『
枕
草
子
』

の
冒
頭
の
著
名
な
例
や
、
『連
珠
合
壁
集
』
の
、
朧
月
夜
―
↓
明
ぼ
の
の
空
　
の

寄
合
な
ど
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
春
の
艶
な
る
情
調
を
表
す
こ
と
が
、
こ
の
語

の
伝
統
的
用
法
、
つ
ま
り
本
意
に
即
し
た
用
法
で
あ

っ
た
。
先
の
宗
長
の
表
現

は
そ
の
意
味
で
、
本
意

（法
）
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。
「山
風
す
ご
き
秋
の
明
ぼ

の
」
が
現
実
の
事
象
に
裏
付
け
ら
れ
た
、
起
り
得
る
、
有
り
得
る
道
理

（理
）

に
叶
う
表
現
で
あ
る
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
付
合
に
お
け
る
連
想
か
ら

の
理
路
の
自
然
な
帰
結
と
い
う
理
屈

（理
）
に
叶
う
有
り
得
る
こ
と
の
表
現
で

あ

っ
た
と
し
て
も
、
和
歌
の
伝
統
で
あ
る
本
意

（明
ぼ
の
の
あ
る
べ
き
情
調
）

か
ら
逸
脱
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
退
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
宗
長

の
句
が

「夕
暮
の
秋
」
と
い
う
伝
統
的
表
現
に
立
戻
っ
た
時
、
宗
祇
は

「
そ
れ

こ
そ
法
に
候
ヘ
ピ

と
受
容
れ
る
の
で
あ
る
。

宗
長
の
付
句
を
め
ぐ

っ
て
の
議
論
に
示
さ
れ
た
以
上
の
よ
う
な

「法
」
と

「理
」
の
相
（難
耐
、
先
の
良
基
と
梵
燈
に
お
け
る

「有
の
ま
ま
」
の
理
解
、
及
び

同
意
説
の
解
釈
に
顕
わ
れ
た
位
相
の
差
異
に
対
応
す
る
。
即
ち
良
基
は

「法
」

の
位
相
で

「有
の
ま
ま
」
の
意
味
を
捉
え
、
自
ず
と
周
阿
の
風
体
の
意
地
に
お

け
る
救
済
と
の
同
意
を
論
ず
る
の
に
対
し
、
梵
燈
は

「
理
」
の
位
相
で

「有
の

ま
ま
」
を
捉
え
る
。
そ
の
結
果
、
彼
の
同
意
説
は
風
体
の
意
地
に
か
か
わ
る
議

論
に
至
る
こ
と
な
く
、
句
の
風
情
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
は
解
釈
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
彼
が

「有
の
ま
ま
」
を
旬
の
意
地
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
風
情
の
間

題
と
し
て
の
み
理
解
す
る
限
り
、
お
ょ
そ
風
情
の
異
な
る
救
済
と
周
阿
を
、
そ

の
風
情
に
お
い
て
同

一
で
あ
る
と
す
る
先
の
同
意
説
の
無
理
は
避
け
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
梵
燈
は
、
自
明
と
も
思
わ
れ
る
良
基
の
同
意
説
に
対
し
て
、

こ
の
よ
う
な
無
理
な
解
釈
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
良
基
と
は
異

な
る
、
彼
の
句
の
風
情
に
つ
い
て
の
認
識
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
先
の

『
当
風
連
歌
秘
事
』
に
お
け
る
宗
長
の
旬
に
つ
い
て
の
争
点
が
表
現

内
容
、
感
情
と
し
て
の
本
意
と
、
新
し
い
風
情
の
も
た
ら
し
た
表
現
と
の
対
立

に
生
じ
た
問
題
で
あ

っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
梵
燈
に
よ
っ
て

「
理
」

の
位
相
で
捉
え
ら
れ
た
同
意
説
と
は
、
風
情
を
本
意
的
表
現
の
深
化
の
た
め
の

方
途
と
し
て
考
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
風
情
そ
れ
自
体
の
巧
み
さ
や
興
趣
の
点

で
評
価
す
る
と
い
う
、
趣
向
主
義
的
な
風
情
観
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
梵
燈
の
把
握
し
た
周
阿

の
風
体
と
は
、
そ
の
根
幹
で
あ
る
風
情
を
そ
こ
に
内
在
す
る
本
意
の
よ
り
深
い

表
現
、
新
し
い
表
現
へ
と
向
う
指
向
性
か
ら
切
離
し
て
捉
え
た
上
に
成
立
し
た

も
の
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

先
に
挙
げ
た

『
長
短
抄
』
の
三
つ
の
証
句
も
、
趣
向
主
義
的
な
観
点
に
立
つ

梵
燈
の
評
価
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
通
行
の

「奇
知
」
的
と
い
う



評
価
を
裏
付
け
る
証
句
で
も
あ
る
が
、
梵
燈
の
評
価
が
周
阿
の
風
情
の
全
体
を

捉
え
得
な
か
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
句
を
単
に

「奇
知
」
的
と
解
す
る
こ
と

は
、
風
情
の
意
地
を
見
逃
す
こ
と
に
な
る
。
風
情
を
本
意
的
表
現
の
方
途
と
す

る
良
基
の
観
点
に
立

っ
て
、
改
め
て
そ
れ
ら
の
句
を
見
直
す
な
ら
ば
、
そ
こ
に

は

「奇
知
」
的
と
い
う
評
言
を
そ
の
ま
ま
で
は
肯
定
し
得
な
い
、
別
の
意
味
が

明
ら
か
に
な
る
と
思
え
る
。

四

『長
短
抄
』
の
証
句
は
三
句
と
も
に
前
句
を
欠
く
が
、
そ
の
中
で

風
あ
れ
ば
明
日
の
泊
り
に
舟
の
来
て

の
句
の
み
、
良
基
周
阿
百
番
連
歌
合
か
ら
前
句
が
明
ら
か
に
な
る
。

定
め
ぬ
も
の
を
旅
の
行
末

風
吹
け
ば
明
日
の泊
り
に舟
の（症
“

旅
―
↓
船
路
、
の
寄
合

（連
珠
合
壁
集
）
を
踏
ま
え
て
、
行
末
―
↓
明
日
の
泊

り
、
の
呼
応
、
前
句
の

「定
め
ぬ
も
の
を
」
の
理
由
を
付
句
で
表
現
す
る
、
と

い
う
の
が
、
こ
の
付
合
の
構
成
で
あ
る
。
前
句
の
言
葉
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
密

接
に
付
い
た
こ
の
構
成
は

「連
歌
は
前
旬
に
ひ
し
と
親
し
く
付
く
べ
し
ピ

（了

俊
日
記
）
と
述
べ
た
周
阿
の
付
合
観
を
紡
彿
と
さ
せ
る
が
、
梵
燈
の
読
み
に
従

え
ば
、
付
旬
の
眼
目
は
前
旬
の
表
現
、
感
情
の
転
換
に
あ
り
、
そ
の
転
換
の
奇

抜
さ
に
周
阿
の
智
巧
性
を
認
め
得
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
前
句
の
表
す
旅
の
不

安
の
抒
情
を
、
予
期
せ
ぬ
順
風
で
翌
日
に
着
く
筈
の
停
泊
地
に
早
々
と
到
着
し

た
、
と
い
う
理
屈
の
表
現
に
転
じ
て
、
和
歌
的
な

「あ
は
れ
」
な
居
旅
の
情
調

を
、

「を
か
し
き
」
感
興
へ
と
変
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
表
を
つ

い
た
機
智
的
な
風
情
が
付
合
の
主
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
意
外
性
、

機
智
の
面
白
さ
は
、　
一
句
立
と
し
て
見
て
も
こ
の
旬
の
主
要
素
と
な
る
と
い
う

二
重
の
構
造
が
認
め
ら
れ
る
。

次
の
、雲

あ
れ
ば
出
づ
る
山
に
も
月
入
り
て

の
句
も
同
じ
く

「出
づ
る
山
に
も
月
入
り
て
」
と
い
う
意
外
性
と
機
智
の
面
白

さ
が
、　
一
句
の
主
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
限
り
、
旅
の
不

安
、
ま
た
、
月
を
切
に
待
ち
望
む
心
の
表
現
と
い
う
和
歌
の
伝
統
的
な
抒
情
は
、

句
の
世
界
か
ら
払
拭
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
従
来
の

「奇
知
」
を

周
阿
の
風
体
の
個
性
と
す
る
見
解
は
、
抒
情
性
に
対
し
て
逆
行
す
る
、
風
情
の

こ
の
よ
う
な
有
り
方
を
、
彼
の
風
体
の
典
型
と
見
倣
す
こ
と
に
因
る
も
の
で
あ

′つ
。し

か
し
再
び
良
基
の
風
体
の
評
価
と
、
彼
の
風
情
観
を
通
し
て
考
え
る
な
ら

ば
、
こ
の
よ
う
な
風
情
の
有
り
方
も
ま
た

『
連
歌
十
様
』
の
、

音
だ
に
憂
き
身
の
い
つ
を
忍
ぶ
ら
ん

の
句
と
同
様
に
、
本
意
的
表
現
の
た
め
の
方
途
と
し
て
意
図
さ
れ
た
風
情
、
ま

た
は
そ
の
よ
う
な
風
情
の
意
識
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
た
句
と
し
て
読
み
得
る

の
で
あ
る
。
例
え
ば

「風
あ
れ
ば
」
の
句
は
、
菟
玖
波
集

・
居
旅
の
善
成
の
句
、

旅
の
日
数
は
幾
日
と
も
な
し

風
あ
れば
遠
く
も
近
き船
路（けで

に
、
そ
の
発
想
の
類
型
が
見
出
さ
れ
、
旅
―
↓
筑
紫
路

（連
珠
合
壁
集
）
と
い

け
ｒ
に
味
舜
向
っ
噸
嘲

古 ヵ、
」
に
斡
詢
畔
峰
権

の 『詢
薇
拗
赫
け
に
罐
燃
も

、
「い
暉

の
泊
り
」
と
い
う
周
阿
独
自
の
巧
み
な
表
現
と
風
情
は
、
や
は
り

「常
な
る
」

本
説
の
世
界
に
基
づ
い
て
お
り
、
新
し
い
角
度
か
ら
そ
の
本
説
の
世
界
と
切
結

ぼ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た

「
雲
あ
れ
ば
」
の
句
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
例
え



ば

『
和
歌
口
伝
』
に
引
く
真
観
の
詠
、

風
吹
け
ば
う
か
さ
れ
さ
き
だ
つ
む
ら
雲
に
出
で
ぬ
る
方
へ
帰
ヽ
縣
瀦

に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
新
し
い
風
情
を
求
め
る
歌
人
達
の
試
み
の
う
ち
に
、
既

に
周
阿
の
句
の
風
情
は
準
備
さ
れ
て
い
る
。
「風
情
過
ぎ
た
る
歌
」
と
難
ぜ
ら

れ
た
真
観
の
歌
も
、
そ
し
て
周
阿
の
句
も
、
そ
の
巧
ん
だ
風
情
は
新
古
今
集
の
、

山
の
端
に
雲
の
よ
こ
ぎ
る
宵
の
間
は
出
で
て
も
月
ぞ
な
ほ
待
た
れ
け
る

と
い
う
道
因
の
歌
な
ど
が
巧
み
に
表
現
し
た
、
伝
統
的
な
和
歌
の
、
月
待
つ
心

に
基
づ
く
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

残
る
ひ
と
つ
の
証
句
、

間
を
待
つ
い
さ
り
の
海
土
の
月
に
寝
て

に
つ
い
て
の
兼
載
の
批
評
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
周
阿
の
旬
の
風
情
に
対

す
る
理
解
が
必
ず
し
も
穿
ち
過
ぎ
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。

花
に
帰
り
、
月
に
寝
た
る
な
ど
は
、
情
な
き
や
う
な
れ
ど
も
、
上
手
の
ひ
と
か
ど
す

議
０
「

力ヽ 白
れ
¨
難
】
鋼
』
〔
は
卸
」
け
粥
素
ゆ
η
一
螂
褒
舞
襲
い
さ
り
の
海
士
の
月
に

兼
載
は
一
見

「情
な
き
や
う
な
」
屈
折
を
与
え
る
周
阿
の
句
の

「
ひ
と
か
ど
」

（風
情
の
工
夫
）
と
は
、
実
は

「情
」
を
表
現
す
る
た
め
に
仮
構
さ
れ
た
方
途
で

あ
る
と
理
解
し
、
そ
こ
に
海
士
の
本
意
的
表
現
の
た
め
の
新
し
い
視
点
を
認
め

て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
新
古
今
集
、
定
家
の

ひ
さ
か
た
の
中
な
る
川
の
鵜
飼
舟
い
か
に
契
り
て
や
み
を
待
つ
ら
む

の
歌
、
あ
る
い
は
良
基
周
阿
百
番
連
歌
合
の
周
阿
の
付
句
、

罪
の
む
く
ひ
や
闇
に
な
る
ら
ん

よ
も
出
で
じ
月
あ
る
頃
の
鵜
飼
舟

に
示
さ
れ
た
風
情
や
情
調
の
表
現
こ
そ
、
「
闇
を
待
つ
」
の
句
の
指
向
す
る
表

現
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
前
章
で
論
じ
た
梵
燈
の
こ
の
旬
に
対
す
る
批
評
は
、

「
ひ
と
か
ど
」
の
み
を
評
価
し
、
「情
」
へ
向
う
指
向
性
を
等
閑
に
付
し
た
、
や

や
偏

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
理
解
さ
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
異
な
る
二
つ
の
周
阿
の
風
体
の
評
価
は
、
異
な
る
二
通
り

の
証
句
の
解
釈
を
も
た
ら
し
た
。
周
阿
の
句
作
の
意
識
が
、
良
基
、
梵
燈
の
い

づ
れ
に
よ
り
近
い
点
に
位
置
し
て
い
た
か
を
決
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
推
測

の
域
を
出
ま
い
。
し
か
し
、
第
二
章
で
論
じ
た
良
基
や
周
阿
の
時
代
の
連
歌
純

正
化
へ
の
課
題
を
思
う
時
、
そ
し
て
又
、
巧
ま
れ
た
風
情
の
表
現
と
し
て
際
立

風 っ
牌
剌

「 で
わ
』
¨
罐
朔
嘲
繭
散
『
』
』
“
珊
碑
噸
卿
な
が
い
に
腱
裁
い
に
¨
¨

れ
よ
う
と
す
る
当
時
の
連
歌
の
有
り
方
に
注
目
す
る
時
、
周
阿
の
意
識
は
梵
燈

よ
り
も
良
基
に
よ
り
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、　
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
『落

書
露
顕
』
に
記
さ
れ
た
著
名
な
逸
話
が
伝
え
る
、
句
作
に

「
心
と
余
情
を
ば
ね

が
は
し
く
」
思

っ
た
と
い
う
周
阿
の
言
葉
は
、
こ
の
推
論
の
も
う
ひ
と
つ
の
証

左
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
周
阿
の
評
価
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
、
良
基
と
梵
燈
の
風
情
の

理
解
に
お
け
る
差
異
は
、
了
俊
が
論
じ
た
応
永
期
の
堂
上
の
連
歌
壇
と
地
下
の

連
歌
壇
の
乖
離
の
様
相
を
穏
や
か
な
形
で
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
周
阿
の
風
体
の
風
情
は
、
そ
れ
が
指
向
す
る
和
歌
的
世
界
か
ら
切
離
さ
れ
、

そ
の
興
趣
の
み
が
地
下
の
連
歌
壇
に
迎
え
ら
れ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
新
奇
で

あ
り
、
奇
知
的
で
あ
る
と
す
る
周
阿
の
風
体
に
対
す
る
評
価
は
、
地
下
の
連
歌

壇
の
趣
向
主
義
的
な
受
容
が
捉
え
た
、
彼
の
風
体
の
有
り
方
で
あ

っ
た
。
ま
た

心
敬
以
下
の
後
の
連
歌
師
に
よ
る
周
阿
の
風
体

へ
の
批
判
も
、
多
く
こ
の
地
下

の
連
歌
壇
の
作
上
げ
た
風
体
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ

の
風
体
が
い
か
に
知
的
、
技
巧
的
、
奇
知
的
な
印
象
を
与
え
よ
う
と
も
、
意
地

に
お
い
て
周
阿
が
希
求
し
、
意
図
し
た
表
現
は
伝
統
的
な
和
歌
の
表
現
の
境
地



に
あ

っ
た
。
ま
た
そ
れ
が
当
時
の
連
歌
の
座
に
お
け
る
尖
鋭
な
意
識
の
と
る
自

然
な
有
り
方
で
あ

っ
た
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

注
０
　
諸
連
歌
論
書
の
本
文
は
以
下
の
本
に
依
っ
た
。
但
し
引
用
に
際
し
て
私
に
送
り
が

な
、
漢
字
等
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「連
歌
十
様
』
「十
間
最
秘
抄
」
『所
々
返
答
』

『九
州
間
答
」
「長
短
抄
」
「当
風

連
歌
秘
事
』
以
上

（伊
地
知
鉄
男
氏
編
『連
歌
論
集
』
岩
波
文
庫
）。
「近
来
風
体
』

一兼
載
雑
談
』
（佐
々
木
信
綱
氏
編

『日
本
歌
学
大
系

。
第
五
巻
し

『落
書
露
顕
』

（彰
考
館
本
、
水
上
甲
子
三
氏

『中
世
歌
論
と
連
歌
』
所
収
）
『了
俊
日
記
』
（伊

地
知
鉄
男
氏
編

『了
俊
歌
論
書
』
所
収

。
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
）

②
　
斎
藤
義
光
氏

「南
北
朝
に
お
け
る
周
阿
連
歌
の
位
置
」
令
未
定
稿
」
九
号
）

伊
地
知
鉄
男
氏

「周
阿
風
黙
考
」
∩
文
学
論
藻
」
二
十
八
号
、
同
じ
く

『連
歌
の

世
界
じ

木
藤
才
蔵
氏

「良
阿
と
周
阿
」
（
『連
歌
と
そ
の
周
辺
』
所
収
、　
同
じ
く

『連
歌

史
論
考

。
上
し

金
子
金
治
郎
氏

「菟
玖
波
集
の
研
究
』

奥
田
　
勲
氏

『連
歌
師
　
そ
の
行
動
と
文
学
』

前
掲
書

「連
歌
史
論
考

。
上
』

括
弧
内
の
注
記
は
筆
者
に
よ
る
。

田
中
　
裕
先
生

「連
歌
の
性
格
」
今
中
世
文
学
論
研
究
じ

参
照

窪
田
章

一
郎
氏
校
注

『古
今
和
歌
集
』
（角
川
文
庫
）

山
岸
徳
平
氏
編

『八
代
集
全
註
』

橋
本
不
美
男
、
滝
沢
貞
夫
両
氏

『校
本
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
と
そ
の
研
究
　
本

文
研
究
篇
』

佐
々
木
信
綱
氏
校
訂

「新
古
今
和
歌
集
』
（岩
波
文
庫
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

田
中
　
裕
先
生
、
前
掲
書

「連
歌
の
性
格
」
参
照
。

括
弧
内
の
注
記
は
筆
者
に
よ
る
。

金
子
金
治
郎
氏

「梵
燈
庵
と
長
短
抄
」
∩
文
学
」
昭
和
十

一
年
十

一
月
号
、
同
じ

く

『新
撰
菟
玖
波
集
の
研
究
し

参
照
。

岩
波
文
庫
、
古
典
文
庫

『知
連
抄
』
で
は

松
原
の
う
す
雪
ま
で
は
風
ふ
き
て

と
読
む
。

伊
地
知
鉄
男
氏

（「周
阿
風
殊
考
し
、
木
藤
才
蔵
氏

（
『連
歌
史
論
考

・
上
し

が

『長
短
抄
』
の
こ
の
同
意
説
に
注
目
し
て
お
ら
れ
る
が
、
具
体
的
に
は
論
じ
て
お

ら
れ
な
い
。
ま
た
先
に
奥
田
勲
氏
は

「有
の
ま
ま
」
の
解
釈
に
お
け
る
梵
燈
の
同

意
説
の
無
理
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
（前
掲
書

『連
歌
師

そ
の
行
動
と
文
学
じ

伊
地
知
鉄
男
氏
校
注

「当
風
連
歌
秘
事
」
含
連
歌
論
集

能
楽
論
集

俳
論
集
』

日
本
古
典
文
学
全
集
所
収
）
参
照
。

前
掲
書

「当
風
連
歌
秘
事
」
の
頭
注
に
お
い
て
、
伊
地
知
鉄
男
氏
は

「法
」
「理
」

を
そ
れ
ぞ
れ
、
法
則
、
決
ま
り

（法
）
と
、
道
理
、
筋
道

（理
）
と
釈
し
て
お
ら

れ
る
。

静
嘉
堂
文
庫
本

（
『連
歌
百
韻
集
』
古
典
研
究
会
叢
書
）
に
よ
る
。
『長
短
抄
」
の

本
文
と
初
旬
に
異
同
が
あ
る
。

金
子
金
治
郎
氏

『菟
玖
波
集
の
研
究
』
翻
刻
の
広
大
本
に
よ
る
。

「早
船
と
い
ひ
て
、
様
異
に
な
む
構
へ
た
り
け
れ
ば
、
思
ふ
方
の
風
さ
へ
進
み
て
、

あ
や
ふ
き
ま
で
走
り
の
ぼ
り
ぬ
。」
（玉
上
琢
弥
氏
訳
注

『源
氏
物
語
　
第
四
巻
』

角
川
文
庫
）

前
掲
書

『
日
本
歌
学
大
系
第
四
巻
』

本
文
は

「枝
を
折
る
人
は
花
に
や
か
く
る
ら
む
。」
と
作
る
が
、
「帰
る
ら
む
」
と

意
改
し
た
。

田
中
裕
先
生

「連
歌
の
俳
諸
」
貧
中
世
文
学
論
研
究
し

参
照
。

（本
学
大
学
院
学
生
）
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