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「
よ
し
さ
ら
ば
」
小
論

一
　
は
じ
め
に

「
詞
不
レ可
レ出
≧
一代
集
Ｌ

（定
家

『詠
歌
大
概
』
）
と
い
う
規
範
意
識
に

照
ら
し
て
も
、
三
代
集
の
用
語
の
、

三
代
集
に
は
な
い
新

た
な
組
み
合
わ
せ

は
、
す
で
に

「
心
を
本
と
し
て
詞
を
取
捨
」

（
『毎
月
抄
』
）
す
る
類
の
問
題

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
よ
し
さ
ら
ば
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
そ
う
い
う
も
の

と
し
て
、
新
古
今
集
時
代
、
あ
る
い
は
、
も
う
少
し
前
か
ら
、
歌
を
よ
む
人
々

の
多
く
が
共
通
に
何
か
新
鮮
な
魅
力
あ
る
こ
と
ば
と
感
じ
る
よ
う
に
な

っ
て
い

た
も
の
の
よ
う
で
あ
（が
ァ

た
と
え
ば
、
顕
昭
が

①
よ
し
さ
ら
ば
な
み
だ
に
く
ち
ね
か
ら
こ
ろ
も
は
す
も
人
め
を
し
の
ぶ
か
ぎ

り
ぞ

（千
載

・
恋
三

・
八

王
ハ
・
歌
合
し
侍
け
る
時
よ
め
る
ｏ
顕
昭
法
師

・
笠
間
書
院
刊
本
）

と
詠
む
時
、

「
よ
し
さ
ら
ば
」
は
、
も
は
や
忍
ぶ
る
恋
を
ど
う
に
も
自
制
で
き

な
く
な

っ
た
と
い
う
て
い
で
、
そ
れ
ま
で
堰
き
と
め
て
い
た
感
情
の
高
ま
り
を

一
気
に
切

っ
て
落
と
す
よ
う
な
こ
の
歌
い
出
し
に
、
掛
け
替
え
の
な
い
一
句
と

い
う
印
象
を
与
え
る
。

山

ロ

二
　

「よ
し
さ
ら
ば
」
の
源
流

し
か
し
、
こ
う
い
う

「
よ
し
さ
ら
ば
」
は
、
も
と
も
と
あ
り
ふ
れ
た
日
常
の

日
頭
語
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
用
例
に
そ
れ
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

②
大
将
、

「
よ
し
、
さ
ら
ば
」
と
て
、
か
へ
り
給
（
ひ
）
ぬ
。

（宇
津
保

ｏ
く

ら
び
ら
き
の
下
）

③
男

「
た
ゞ
か
た
と
き
、
と
ゞ
め
た
ま
へ
」
と
せ
め
け
れ
ば
、

「
よ
し
、
さ

ら
ば
、
耳
と
が
ば
か
り
に
聞
か
む
」
と
て

（平
中

・
二
十
五
）

０

「
…
・。Ｌ

な
ど
き
こ
ゆ
る
ほ
ど
に
、
例
の
、
あ
け
は
て
ぬ
、

「
よ
し
、
さ

ら
ば
、
こ
の
む
か
し
物
が
た
り
は
尽
き
す
べ
く
な
ん
あ
ら
ぬ
。
ま
た
人
き

か
ぬ
心
や
す
き
所
に
て
き
こ
え
ん
。
…
…
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。

（源
氏

・

は
し
姫
）

物
語
の
会
話
文
に
お
け
る
こ
う
い
う

「
よ
し
さ
ら
ば
」
に
は
、

「
よ
し
」
と

「
さ
ら
ば
」
の
間
に
あ
き
ら
か
に
句
切
れ
が
あ
る
。

「
よ
し
」
は
多
少
と
も
決

断
的
な
気
持
を
表
し
、

「
さ
ら
ば
」
は
相
手
の
言
動
や
周
囲
の
状
況
を
う
け
て

そ
れ
を
前
提
に
主
体
の
志
向
の
表
現
を
導
く
こ
と
が
多
い

（例
０
０
）
。
そ
の

場
合
、
「
よ
し
」
は
結
果

‐的
に
そ
の
志
向
を
予
告
す
る
よ
う
な
役
割
も
担

っ
て
い
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２
つ
。和

歌
に
用
い
ら
れ
た

「
よ
し
さ
ら
ば
」
も
、
比
較
的

は
や

い
時
期
の
例
に

は
、
お
し
な
べ
て
こ
れ
と
同
じ
趣
の
対
話
的
な
用
法
が
め
だ
つ
。
た
と
え
ば
次

の
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

③
よ
し
さ
ら
ば
ま
た
れ
ぬ
身
を
ば
置
な
が
ら
月
み
ぬ
君
が
名
こ
そ
お
し
け
れ

（後
拾
遺

・
雑

一
・
八
六
六

。
こ
よ
ひ
か
な
ら
ず
と
た
の
め
た
る
女
の
も

と
に
、
月
の
あ
か
ゝ
り
け
る
夜
、
ま
か
り
て
侍
（り
）
け
る
に
、
お
ろ
し
こ

め
て
女
あ
ひ
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
か
へ
り
て
又
の
日
、
つ
か
は
し
け
る

ｏ

藤
原
隆
方
朝
臣

・
総
索
引
本
）

⑥
よ
し
さ
ら
ば
つ
ら
さ
は
わ
れ
に
な
ら
ひ
け
り
た
の
め
て
こ
ぬ
は
た
れ
か
を

し
へ
し

（詞
花

。
雑
上

。
三

一
五

。
た
の
め
た
る
よ
、
み
え
ざ
り
け
る
お

と
こ
の
ゝ
ち
に
ま
う
で
き
た
り
け
る
に
、
い
で
あ
は
ざ
り
け
れ
ば
、
い
ひ

わ
び
て

「
つ
ら
き
こ
と
を
し
ら
せ
つ
る
」
な
ど
い
は
せ
た
り
せ
れ
ば
、
よ

め
る

。
清
少
納
言

。
総
索
引
本
）

こ
れ
ら
の

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌

（
「
よ
し
さ
ら
ば
」
を
用
い
た
和
歌
を
こ
う

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
に
お
け
る

「
よ
し
」
に
は
、
相
手
の
言
動
な
ど
の
前
に
、

「
ま
あ
、
そ
れ
な
ら
」
と
不
本
意
な
が
ら
譲
歩
し
よ
う
と
い
う
気
持
が
認
め
ら

れ
る
。
そ
の
場
合
、
相
手
の
言
動
な
ど
を
う
け
て
い
る
の
が
、
「
よ
し
さ
ら
ば
」

の

「
さ
ら
ば
」
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
詞
書
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た

い経
一を記
麓
麺覧
詢
即罐
酬
評
『罐
期鶴
鰊
一

は
一
般
的
に
も
そ
の
傾
向
の
著
し
い
も
の
で
あ
る
。

『俊
頼
髄
脳
』
に
は
能
因
が
経
信
に
語
っ
た
話
と
し
て
、
志
賀
の
老
法
師
が

嚇［］嚇鋤̈
の（御緩）潮』「力ヽ、　・け「勘癖̈
御請”けみゆ〔疇一マ侵』歌ヵ、

を
引
く
。

０
よ
し
さ
ら
ば
ま
こ
と
の
道
に
し
る
べ
し
て
わ
れ
を
い
ざ
な
へ
ゆ
ら
く
玉
の

緒
こ
れ
も
や
は
り
贈
答
歌
と
し
て
贈
歌
の
内
容
を
う
け
て
い
る
点
、
中
古
の
物

語
類
の
会
話
文
の

「
よ
し
さ
ら
ば
」
に
つ
な
が
る
対
話
的
用
法
の
例
と
い
っ
て

よ
い
。

西
行
の
次
の
歌
な
ど
も
、
そ
の
点
同
様
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
し
う
を
み
て
か
へ
し
け
る
に
　
　
院
の
少
納
言
の
つ
ぼ
ね

ま
き
ご
と
に
た
ま
の
こ
ゑ
せ
し
た
ま
づ
さ
の
た
ぐ
ひ
は
又
も
有
け
る
も
の

を

か
へ
し

③
よ
し
さ
ら
ば
ひ
か
り
な
く
と
も
た
ま
と
い
ひ
て
こ
と
ば
の
ち
り
は
君
み
が

ヽ
な
ん

（山
家
集

。
私
家
集
大
成
本
）

〓
一　
妥
協
的
傾
向

独
詠
歌
や
題
詠
の
歌
と
し
て
の

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
も
、
院
政
期
に
姿
を
あ

ら
わ
す
。
俊
頼
の
次
の
詠
は
そ
の
早
い
一
例
で
あ
る
。

０
よ
し
さ
ら
ば
を
ふ
る
ひ
つ
ぢ
の
か
し
け
つ
ゝ
物
に
も
な
ら
で
し
も
が
れ
ね

と
や

（散
木
奇
歌
集

・
四

。
ひ
つ
ぢ
田
を
よ
め
る

ｏ
私
家
集
大
成
本
）

こ
こ
で

「
さ
ら
ば
」
が
う
け
と
め
て
い
る
の
は
、

「
ひ
つ
ぢ
田
」
の
状
況
で

あ
る
。
そ
の

「
さ
ら
ば
」
は
、
以
下
の
第
ニ
ー
五
句
と
も
相
関
し
て
い
る
が
、

同
時
に
、
む
し
ろ
そ
れ
以
前
に
、

「
よ
し
」
と
相
関
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、　
一

度
切
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
そ
う
見
な
け
れ
ば

「
ょ
し
」
が
浮
き
上
が

っ
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の

「
さ
ら
ば
」
は
二
重
の

役
割
を
兼
ね
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「よ
し
さ
ら
ば
」
が
贈
答
歌

，にお
け
る
相
手
の
言
働
な
ど
を
ふ
ま
え
ｔ
も
・の



力、́
ら
、

こ
り
よ
う
に
独
自
的
′

午
品
に
ぉ
け
る

一
社
の
自
鳳
自
答
じ
な
内
．面

の
壮

話
を
示
す
も
の
へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
は
、
こ
の
語
句
の
歌
語
へ
の
傾
斜
を

い
っ
そ
う
高
め
る
こ
と
に
な

っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
さ
ら
ば
」
が
自

問
自
答
の

「
さ
ら
ば
」
と
な
る
こ
と
は
、
そ
の
条
件
句
の
う
け
持
つ
内
容
が
そ

れ
だ
け
主
観
化
す
る
こ
と
に
お
い
て

「
よ
し
」
と
の
い
わ
ば
同
質
化
を
招
き
、

「
よ
し
」
と

「
さ
ら
ば
」
の
熟
合
化
を
促
し
も
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
そ
の

歌
語
意
識
を
高
め
る
条
件
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
掲
げ
る
俊
恵
の
作
も
独
自
的
な
使
用
例
で
あ
る
が
、

「
よ
し
さ
ら
ば
」

で
句
切
れ
と
な
る
傾
向
の
い
っ
そ
う
明
ら
か
な
例
だ
け
に
、
そ
の
熱
合
化
を
推

定
す
る
よ
い
手
が
か
り
に
な
る
。

ω
よ
し
さ
ら
ば
君
も
今
夜
我
ゆ
へ
の
涙
も
よ
ほ
す
山
の
は
の
月

（林
葉
和
歌

集

。
五

・
月
前
恋
　
右
大
臣
家
歌
合
に
。
私
家
集
大
成
本
）

右
の
場
合
、
第
二
句
以
下
は
、
初
旬
の

「
よ
し
さ
ら
ば
」
に
と
っ
て
そ
の
情

意
を
説
明
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
そ
の
理
由
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の

「
よ
し

さ
ら
ば
」
は
、
後
続
す
る
歌
句
を
そ
の
説
明
理
由
と
し
て
帰
結
的
に
本
来
の
願

い
を
断
念
し
、
与
え
ら
れ
た
現
実
に
妥
協
し
よ
う
と
す
る
情
意
を
担

っ
て
い
る

こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。

「
よ
し
さ
ら
ば
」
が
こ
の
よ
う
に

一
首
の
中
で
意
味
上
の
帰
結
と
な
る
詠
み

方
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
そ
こ
か
ら
の
発
展
が
見
ら
れ
な
い
詠
み
方
で
、

同
様
に
現
実
へ
の
妥
協
的
な
情
意
を
担

っ
て
い
る
例
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。

①
よ
し
さ
ら
ば
し
ゐ
て
は
こ
ひ
じ
あ
ふ
事
を

一
夜
て
ふ
名
は
た
れ
か
く
る
し

き

（源
三
位
頼
政
集

・
下

。
一
会
之
後
不
会
恋
と
い
ふ
事
を
、
歌
林
苑
会

に
。
私
家
集
大
成
本
）

０
よ
し
さ
ら
ば
涙
に
う
と
き
身
な
り
せ
ば
袖

に
は
月
の
や
ど
ら
ざ
ら
ま
し

浄^
■
集
。私
家
集
た
成
．本
）

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
の
よ
う
に
、
断
念
と
妥
協
の
情

意
を
表
す
に
は
、
よ
り
古
く
か
ら

「
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
」
と
い
う
言
い
方
が
あ

っ
て
、
和
歌
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。

「
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
」
も
、
た
と
え
ば

次
の
よ
う
に
や
は
り
帰
結
的
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
。

０
思
ふ
に
は
忍
ぶ
る
こ
と
ぞ
負
け
に
け
る
逢
ふ
に
し
か
へ
ば
さ
も
あ
ら
ば
あ

れ

（伊
勢

。
六
十
五
）

０
ひ
た
ぶ
る
に
死
な
ば
何
か
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
生
き
て
か
ひ
な
き
物
思
ふ

身
は

（拾
遺

。
恋
五

。
九
三
四

。
よ
み
人
し
ら
ず
）

①
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
雲
井
な
が
ら
も
山
の
は
に
出
ぬ
る
夜
半
の
月
と
だ
に
み

ば

（和
泉
式
部
集

・
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

⑩
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
や
ま
と
心
し
か
し
こ
く
は
ほ
そ
ち
に
つ
け
て
あ
ら
す
計

ぞ

（後
拾
遺

。
雑
六

・
誹
譜

。
一
三
二
〇

・
か
へ
し

。
赤
染
衛
門

・
総
索

引
本
）

０
０
は
、
仮
定
条
件
と
相
関
す
る
そ
の
帰
結
で
あ
る
。
０
も
、

「
ひ
た
ぶ
る

に
死
な
ば
」
と
の
意
味
的
相
関
、
あ
る
い
は
、

「
生
き
て
か
ひ
な
き
物
思
ふ
身

は
」
が
仮
定
条
件
相
当
と
も
見
う
る
、
そ
れ
と
の
意
味
的
相
関
に
お
い
て
帰
結

的
で
あ
る
。
①
も
、
第
三
句
の
仮
定
条
件
と
の
意
味
的
相
関
、
あ
る
い
は
、
そ

の
帰
結
た
る
第
四

・
五
句
と
等
価
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
や
は
り
帰
結
性
が

認
め
ら
れ
る
。

富
士
谷
成
章
は
、

「
よ
し
」
を

「
心
に
か
な
は
ぬ
事
の
さ
り
と
て
せ
ん
か
た

も
な
け
れ
ば
、
よ
き
に
し
て
う
ち
す
て
た
る
詞
」

（
『
か
ざ
し
抄
』
）
と
説
明

す
る
が
、
は
や
く
顕
昭
は
こ
の

「
よ
し
」
に
基
づ
く
万
葉
語

「
よ
し
ゑ
や
し
」

の
意
を

「
あ
ら
ば
あ
れ
と
云
心
」

（
『袖
中
抄
』
第
二
）
と
、
同
語
反
復
的
な

仮
定
表
現
に
置
換
し
て
説
い
た
。
そ
の

「
あ
ら
ば
あ
れ
」
は
、

「
さ
も
あ
ら
ば



あ
れ
」
か
ら
現
実
を
指
示
す
る

「
さ
も
」
を
取
り
除
い
た
形
で
あ
る
。

「
さ
も

あ
ら
ば
あ
れ
」
の

「
さ
も
」
は
、

「ぁ
ら
ば
」
と
呼
応
す
る
か
た
ち
で

「
よ
し

さ
ら
ば
」
の

「
さ
ら
ば
」
に
近

い
役
割
を
担

っ
て
い
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、

「
よ
し
ゑ
や
し
」
を

「あ
ら
ば
あ
れ
」
と
言
い
換
え
た
顕
昭
は
、

「
よ
し
さ
ら

ば
」
と

「
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
」
と
が
表
現
上
ほ
ぼ
等
価
で
あ
る
と
い
う
見
方
を

し
て
い
た
と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

「
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
」
に
は
、
現
実
へ
の
妥
協
的
情
意
を
担
う

一
方
に
お
い

て
、
そ
の
断
念
―
妥
協
を
む
し
ろ
梃
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
せ
め
て
こ
れ
だ
け

は
と

一
つ
の
願
い
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
い
わ
ば
妥
協
を
手

段
と
す
る
表
現
で
あ
る
。

む
ば
玉
の
夜
半
の
け
し
き
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
人
の
心
を
春
日
と
も
哉

（後
拾
遺

・
恋
二
上
ハ
八
四

。
返
し

上
塁
木

・
総
索
引
本
）

同
様
に
、

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
に
も
、
次
の
よ
う
に
そ
の
断
念
―
妥
協
を
手

段
的
に
活
か
す
方
向
の
表
現
が
早
く
か
ら
見
ら
れ
る
。

あ
る
人
、
け
さ
う
す
る
女
の
、
松
ふ
く
か
ぜ
の
と
、
ひ
と
し
て
い
は

せ
た
る
を
、
と
て
こ
ふ
に
、
あ
た
っ
が
中
に
こ
ゝ
ろ
に
つ
か
む
を
と

て

し
ら
れ
じ
と
お
も
ひ
は
な
た
ば
を
と
に
だ
に
き
け
と
も
人
の
い
は
ず
ぞ
あ

ら
ま
し

０
よ
し
さ
ら
ば
松
ふ
く
か
ぜ
の
を
と
を
だ
に
ひ
と
づ
て
な
ら
で
き
く
よ
し
も

が
な

（道
命
阿
閣
利
集

・
私
家
集
大
成
本
）

①
よ
し
さ
ら
ば
心
は
つ
く
せ
秋
の
月
入
な
ん
後
の
物
は
お
も
は
じ

（玉
吟
集

〔解
題
〕

。
私
家
集
大
成
本
）

①
よ
し
さ
ら
ば
忘
る
と
な
ら
ば
ひ
た
ぶ
る
に
逢
見
き
と
だ
に
思
出
づ
な
よ

＾
‐続後
撲
。恋
五
ｏ仇
仇
二
・百
首
の
歓
よ
・み喘
り
け
る
に
ｏ段
富
門
続

大
輔

。
国
歌
大
観
本
）

四
　
自
棄
的
傾
向

し
か
し
な
が
ら
、
せ
め
て
も
の
願
い
も
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
に
な
る

と
、
前
向
き
の
願
い
と
は
い
い
が
た
く
、
む
し
ろ
自
棄
的
な
方
向
へ
の
傾
斜
を

（４
）

認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

の
よ
し
さ
ら
ば
後
の
よ
と
だ
に
憑
め
を
け
つ
ら
さ
に
た
へ
ぬ
身
と
も
こ
そ
な

れ

（新
古
今

・
恋
三

。
一
二
三
二
。
女
に
つ
か
は
し
け
る

。
皇
太
后
宮
大

夫
俊
成

。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

自
棄
的
な
情
意
の
表
現
も
、
よ
り
早
く
同
語
反
復
的
な
仮
定
表
現
に
よ
る
こ

と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
前
述
の

「
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
」
は
、
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
妥
協
的
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
自
棄
的
表
現
に
は
よ
り

具
体
的
な
意
義
の
動
詞
が
同
語
反
復
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い

え
る
。
た
と
え
ば
、
俊
成
が

『古
来
風
然
抄
』
に
お
い
て

「
こ
の
お
ほ
ん
う
た

の
す
が
た
、
こ
の
み
こ
、
い
か
で
か
く
は
よ
み
た
ま
ひ
け
る
に
か
」
と
評
し
た

惟
喬
親
王
の
次
の
詠
な
ど
も
、
自
棄
的
表
現
を
切
実
な
願
い
を
訴
え
る
手
段
と

す
る
傾
向
の
き
わ
め
て
著
し
い
も
の
で
あ
る
。

０
桜
花
ち
ら
ば
ち
ら
な
む
ち
ら
ず
と
て
ふ
る
さ
と
人
の
き
て
も
見
な
く
に

（古
今

・
春
下

・
七
四

。
僧
正
へ
ん
ぜ
う
に
よ
み
て
お
く
り
け
る

ｏ
こ
れ

た
か
の
み
こ
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

次
の
式
子
内
親
王
の
歌
が
、
こ
の
惟
喬
親
王
の
歌

（
と
離
硯
構
造
の
上
で
よ
く

似
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
。

②
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
た
え
ね
な
が
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
事
の
よ
わ
り
も
ぞ
す
る

（新
古
今

・
恋

一
。
一
〇
三
四

。
百
首
歌
の
中
に
忍
ブ
ル
恋

・
式
子
内
親

王

。
日
本
古
典
文
学
大
系

‐本
）

・
77



こ
，

証
に
は
、．
Ｄ
の
生
成
．の
歌．と
も
情
歳
じ
に
、．
ま
た
、．
前
後‐の
■
の
意
味

関
係
と
い
う
点
で
、
ち
ょ
っ
と
ひ
び
き
あ
う
も
の
が
あ
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う

カ

同
語
反
復
的
仮
定
表
現
と

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
と
の
、
自
棄
的
表
現
に
お
け

る
等
価
関
係
を
指
摘
す
る
に
は
、
さ
ら
に
わ
か
り
や
す
い
恰
好
の
例
も
あ
る
。

次
の
家
隆
の

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
は
、
０
の
惟
喬
親
王
の
作
と
表
現
構
造
に
お

い
て
も
情
意
傾
向
に
お
い
て
も
、
む
し
ろ
瓜
二
つ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
相
似

の
度
は
、
②
の
同
語
反
復
的
仮
定
表
現
に
よ
る
例
以
上
で
あ
る
。

②
よ
し
さ
ら
ば
な
き
な
も
た
て
よ
た
ゝ
ず
と
て
さ
て
も
あ
り
へ
ん
こ
の
よ
な

ら
ね
ば

（玉
吟
集

・
五

。
私
家
集
大
成
本
）

こ
う
い
う
例
を
見
る
と
、

「
よ
し
さ
ら
ば
」
は
、
古
く
か
ら
の
同
語
反
復
的

仮
定
表
現
に
替
わ
り
う
る
形
式
と
し
て
、
和
歌
に
お
け
る
自
棄
的
表
現
の
資
材

と
し
て
の
性
格
を
次
第
に
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
く
る
。

「
ち
ら
ば
ち
ら
な
む
」

「絶
え
な
ば
た
え
ね
」
式
の
同
語
反
復
的
仮
定
表
現

は
、
具
体
的
な
動
詞
の
意
義
に
依
存
す
る
点
で
制
約
が
あ
る
上
、
多
く
は
七
音

の
句
に
な

っ
て

一
首
中
に
占
め
る
位
置
も
限
ら
れ
が
ち
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
く

ら
べ
て
、

「
よ
し
さ
ら
ば
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
態
に
対
応
で
き
る
融
通
性
に
富

み
、
五
音
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て

一
首
中
に
占
め
う
る
位
置
に
も
日
新
し
さ
が

あ

っ
た
だ
ろ
う
。

同
語
反
復
的
仮
定
表
現
に
も
五
音
の
旬
に
な
る
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
に
、
前
述
の

「さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
」
は
七
音
な
が
ら
、
字
余
り
の
条
件
に

な
る
ア
母
音
を
二
個
所
に
含
む
こ
と
で
、
五
音
の
句
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。

し
か
し
、

「さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
」
に
は
前
述
の
よ
う
に
む
し
ろ
妥
協
的
な
情
意

の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
第

一
句
に
用
い
ら
れ

た
次
の
よ
う
な
例
に
は
、
む
し
ろ

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
の
歌
い
出
し
の
技
巧
を

同
語
反
．復
じ
促
定
表
駐
に
よ

，
て
遺
に
詳
み
た
と
い
う
志
な
し
と
し
な
い
。．

０
ち
ら
ば
ち
れ
よ
し
や
吉
野
の
山
桜
吹
き
迷
ふ
風
は
い
ふ
か
ひ
も
な
し

（千

五
百
番
歌
合

。
二
百
十

一
番

・
左
勝

・
女
一房

〈御
鳥
羽
院
〉

・
続
国
歌
大

観
本
）

右
の
歌
に
は
、
同
語
反
復
的
仮
定
表
現
と
と
も
に
、
「
よ
し
さ
ら
ば
」
の
「
よ

し
」
が
「
よ
し
や
」
の
形
で
併
用
さ
れ
て
い
る
が
、
第
二
句

「
よ
し
や
吉
野
の
」

は
、

「流
（れ
）
て
は
い
も
せ
の
や
ま
の
な
か
に
お
つ
る
吉
野
の
河
の
よ
し
や
世

中
」

（古
今

・
八
二
八
）
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
併
用
す
る
だ
け

の
意
味
は
認
め
ら
れ
る
。

次
の
歌
も
「
よ
し
」
と
同
語
反
復
的
仮
定
表
現
の
併
用
さ
れ
た
例
で
あ
る
が
、

「
よ
し
な
ら
ば
な
れ
」
が
七
音
の
句
に
収
ま
り
、
重
複
の
感
は
あ
る
ま
い
。

の
う
き
う
へ
の
な
ほ
う
き
は
て
を
き
か
ぬ
先
に
こ
の
世
の
ほ
か
に
よ
し
な
ら

ば
な
れ

（建
礼
門
院
右
京
大
夫
集

。
あ
ま
り
さ
は
ぎ
し
心
ち
の
な
ご
り
に

や
、
し
ば
し
身
も
ぬ
る
み
て
、
心
ち
も
わ
び
し
け
れ
ば
、
さ
ら
ば
な
く
な

り
な
ば
や
と
お
ぼ
ゆ

。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

ち
な
み
に
、
右
の
歌
の
詞
書
の
「
さ
ら
ば
な
く
な
り
な
ば
や
」
の

「さ
ら
ば
」

は
、
散
文
の
例
な
が
ら
、
明
ら
か
に

「
よ
し
さ
ら
ば
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い

Ｚつ
。右

は
同
語
反
復
的
仮
定
表
現
と

「
よ
し
」
と
の
併
用
例
で
あ

っ
た
が
、
両
形

式
の
情
意
的
な
共
通
性
か
ら
、

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
に
も
同
語
反
復
的
仮
定
表

現
の
併
用
さ
れ
た
例
が
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

①
よ
し
さ
ら
ば
く
も
ら
ば
く
も
れ
秋
の
月
さ
や
け
き
か
げ
は
い
る
も
を
し
き

に

（大
宰
大
弐
重
家
集

。
私
家
集
大
成
本
）

０
よ
し
さ
ら
ば
袖
の
潤
は
も
ら
ば
も
れ
誰
故
と
だ
に
人
の
知
ら
ず
は

（新
後

撰

・
恋

一
。
八
三
七

・
紀
淑
文

・
国
歌
大
観
本
）



こ
の。
よ
う
に
「
よ
し
さ
ら
ば
」
と
日
語
反
復
畿
仮
定
．麦
駐
が
併．
用
‐さ
れ
る
と
、^

後
者
の
ほ
う
が
具
体
的
で
あ
る
だ
け
に

「
よ
し
さ
ら
ば
」
の
ほ
う
が
や
や
軽
く

使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
字
数
の
限
ら
れ
た
和

歌
で
こ
れ
だ
け
相
似
た
こ
と
ば
を
併
用
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
と
い
う
感
を
否

み
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、

「
よ
し
さ
ら
ば
」
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
同
語
反
復
的
仮
定
表
現
を

主
要
な
形
式
に
し
て
開
拓
さ
れ
て
い
た
自
棄
的
な
詠
風
に
と
っ
て
、
新
し
い
心

を
ひ
ら
き
う
る
可
能
性
を
ひ
め
た
魅
力
あ
る
形
式
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
見
て
よ
い
。
千
載
集
で
は
、

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
四
首
の
う
ち
、
三
首
が
妥

協
的
情
意
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
新
古
今
集
の
「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌

は
、
前
掲
０
の
俊
成
の
詠
の
み
で
あ
り
、
自
棄
的
情
意
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
新
勅
撰
集
に
は
、

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
が
三
首
採
ら
れ
た
が
、
そ
の

う
ち
二
例
が
次
に
示
す
よ
う
に
自
棄
的
表
現
の
例
で
あ
る
。
十
分
な
こ
と
は
言

え
な
い
が
、
お
よ
そ
の
傾
向

の
推
移
を
知
る
手
が
か
り
に
は
な
り
そ
う
に
思

の
よ
し
さ
ら
ば
な
か
で
も
や
み
ね
時
鳥
き
か
ず
は
人
も
わ
す
る
計
に

（新
勅

撰

・
夏

。
一
四
七
・
時
鳥
の
歌
十
首
よ
み
侍
り
け
る
に
。
法
性
寺
入
道
前

関
白
太
政
大
臣

〈忠
通
〉

。
国
歌
大
観
本
）

の
よ
し
さ
ら
ば
茂
り
も
は
て
ね
あ
だ
人
の
ま
れ
な
る
跡
の
庭
の
蓬
生

（新
勅

撰

・
恋
四
。
九
二
二
・
恋
の
歌
あ
ま
た
よ
み
侍
り
け
る
に
。
法
印
幸
清

・

国
歌
大
観
本
）

五
　
諦
観
的
傾
向

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
例
に
見
る
よ
う
な
妥
協
的
情
意
や
自
棄
的
情
意
の
表
現

は
、
す
で
に
古
代
文
学
以
来
、
和
歌
に
は
詠
み
古
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と

卜
，

て
も
よ
い
。́
ほ
ぼ
院
．政
．凱
頃
力、．
ら
は
じ
ま
る

「
よ
し
さ
ら
ば
」
の
愛
用
便

向
は
、
た
だ
そ
う
い
う
古
代
和
歌
の
風
体
に
従
う
詠
法
に
終
始
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
う
思

っ
て
あ
ら
た
め
て
中
世
の

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
を
な
が
め
て
見

る
と
、
そ
こ
に
は
や
は
り
新
し
い
情
意
な
い
し
は
情
念
の
あ
り
方
が
認
め
ら
れ

る
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
西
行
の
次
の
詠
な
ど
、
そ
の
意
味
で
ま
ず
注
意
し
て
よ
い
も
の

で
あ
る
。

①
よ
し
さ
ら
ば
涙
の
池
に
袖
な
し
て
心
の
ま
ゝ
に
月
を
や
ど
さ
ん

（西
行
上

人
集

・
述
懐
の
心
を

。
私
家
集
大
成
本
）

第
二
句
の

「
袖
な
し
て
」
に
は
、
諸
本
に
よ
り
、

「
そ
で
な
れ
て
」

（私
家

集
大
成
本

『山
家
集
』
）

「
そ
で
ふ
れ
て
」

（日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

「
身

を
な
し
て
」

（続
国
歌
大
観
本
）
な
ど
の
異
同
が
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
第
二
句
あ
た
り
ま
で
の
歌
句
は
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
自
棄
的
詠
風
の
も
の

と
共
通
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
第
四

・
五
句

「
心
の
ま
ゝ
に
月
を
や

ど
さ
ん
」
に
は
、
単
な
る
自
棄
で
も
妥
協
で
も
な
い
、
も

っ
と
積
極
的
な
選
択

な
り
意
志
な
り
が
感
じ
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
、
月
へ

の
憧
憬
を
し
き
り
に
詠
ん
だ
西
行
の
詠
と
し
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

と
も
す
れ
ば
月
す
む
空
に
あ
く
が
る
ゝ
心
の
は
て
を
し
る
よ
し
も
が
な

（山
家
集

。
中

・
恋
）

な
が
む
る
に
な
ぐ
さ
む
こ
と
は
な
け
れ
ど
も
月
を
と
も
に
て
あ
か
す
比
哉

（山
家
集

。
中

・
恋
）

こ
の
よ
う
に
現
実
へ
の
消
極
的
な
妥
協
や
自
棄
的
な
悲
嘆
と
は

一
味
ち
が
う

積
極
的
な
選
択
の
意
志
を
感
じ
さ
せ
る
例
は
、
新
古
今
集
時
代
と
も
な
る
と
、

前
述
の
同
語
反
復
的
仮
定
表
現
に
よ
る
歌
に
も
出
て
く
る
。
前
掲
②
の
式
子
内

親
王
の

「
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
た
え
ね
…
…
」
に
は
、
自
棄
と
も
決
断
と
も
決



め
か
ね
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
以
前
述
べ
転
れ
、）
今
改
め
て
考

え

て
み
る

と
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
右
の
西
行
の
歌
な
ど
に
も
共
通
す
る
内
面
の

積
極
的
な
選
択
の
意
志
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
世
の
理
を
深
く
自
覚
す
る

と
こ
ろ
か
ら
得
ら
れ
る
諦
観
と
共
存
す
る
よ
う
な
透
徹
し
た
意
志
で
あ
る
よ
う

に
思
う
。

そ
し
て
、
そ
う
い
う
傾
向
は

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
に
お
い
て
、
よ
り
徹
底
し

て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
次
の
例
な
ど
も
、
そ
の
傾
向
の
明
ら
か
な

も
の
で
あ
ろ
う
。

０
よ
し
さ
ら
ば
散
る
ま
で
は
見
じ
山
桜
花
の
さ
か
り
を
面
影
に
し
て

（続
古

今

・
春
下

。
一
二
五

・
弘
長
元
年
百
首
歌
奉
り
け
る
に
花
を

。
前
大
納
言

為
家

。
国
歌
大
観
本
）

右
の
第
四

・
五
句

「
花
の
さ
か
り
を
面
影
に
し
て
」
に
は
、
次
の
俊
成
の
作

な
ど
も
参
考
に
な

っ
て
い
る
か
と
思
う
。

面
影
に
花
の
姿
を
さ
き
だ
て
ヽ
い
く
へ
こ
え
き
ぬ
峯
の
し
ら
く
も

（新
勅

撰

。
春
上

・
五
七

・
崇
徳
院
近
衛
殿
に
渡
ら
せ
給
ひ
て
遠
尋
山
花
と
い
ふ

題
を
講
ぜ
ら
れ
侍
り
け
る
に
よ
み
侍
り
け
る

。
皇
太
后
官
大
夫
俊
成

。
国

歌
大
観
本
）

「
面
影
に
し
て
」
見
る
と
い
う
見
方
に
は
、
耽
美
に
流
れ
る
こ
と
を
抑
制
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
花
の
さ
か
り
の
美
し
さ
を
む
し
ろ
観
想
す
る
こ
と
を
選
ぶ
積

極
的
な
意
志
が
感
じ
と
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
か
の
兼
好
法
師
が

花
は
さ
か
り
に
、
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
。

（徒
然

。
百

三
十
七
）

と
主
張
し
た
物
の
見
方
と
何
ら
変
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
物
の
道
理
を
あ

き
ら
め
、
無
理
な
願
い
を
捨
て
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
美
に
対
す
る
理
会
が

得
ら
れ
る
と
い
っ
た
、
中
世
的
な
諦
観
に
支
え
ら
れ
た
情
意
で
あ
り
、
美
意
識

で
あ
る
。

も
う

一
例
取
り
上
げ
よ
う
。

０
う
き
も
契
つ
ら
き
も
契
よ
し
さ
ら
ば
皆
哀
に
や
思
ひ
な
さ
ま
し

（風
雅

・

恋
三

。
一
一
五
四

・
題
し
ら
ず

。
永
福
門
院

。
国
歌
大
観
本
）

憂
き
も
つ
ら
き
も
、
み
な
持

っ
て
生
ま
れ
た
契
り
で
あ
る
か
ら
、
「あ
は
れ
」

と
思
い
な
そ
う
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
深
い
諦
観
の
中
で
精
神
的
に
自
立
し
よ

う
と
す
る
意
志
だ
け
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
自
棄
的
情
意
や
妥
協

的
姿
勢
と
は
や
は
り
無
縁
で
あ
ろ
う
。

「
よ
し
さ
ら
ば
」
は
深
い
諦
観
を
述
べ

る
発
語
の
よ
う
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
同
じ
女
院
の
次
も
歌
も
右
の
よ
う
な

情
意
を
汲
み
取
る
上
で
参
考
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

物
ご
と
に
う
れ
へ
に
も
る
ゝ
色
も
な
し
す
べ
て
う
き
世
を
秋
の
ゆ
ふ
暮

（玉
葉

。
雑

一
。
一
九
四
四

・
題
し
ら
ず

‥
水
福
門
院
）

風
雅
集
の

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
は
四
首
で
あ
る
が
、
右
の
０
の
例
を
ふ
く
め

て
、
そ
の
う
ち
の
三
首
が

「
よ
し
さ
ら
ば
」
を
第
三
句
に
据
え
て
い
る
。
そ
れ

ま
で
の
勅
撰
集
の

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
第

一
句
に

「
よ
し
さ
ら

ば
」
を
お
く
も
の
で
あ

っ（純
げ

そ
の
意
味
で
、
風
雅
集
の
「
よ
し
さ
ら
ば
」
は
、

そ
の
歌
中
に
占
め
る
位
置
の
上
か
ら
も
注
意
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
。
風
雅
集
の

第
三
句
に
据
え
た

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
三
首
は
、
も
ち
ろ
ん
撰
者
の
好
み
に
よ

る
で
あ
ろ
う
が
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、

「
よ
し
さ
ら
ば
」
を
第

一
句
に
置
い
て

一
気
に
詠
み
出
す
よ
う
な
自
棄
的
詠
風
の
緊
張
感
が
時
代
の
感
覚
に
適
合
し
な

く
な

っ
て
き
た
顕
れ
と
も
見
ら
れ
な
く
は
な
い
。
風
雅
集
以
後
の
勅
撰
集
は
、

再
び

「
よ
し
さ
ら
ば
」
を
第

一
句
に
据
え
た
歌
ば
か
り
を
、
し
か
も
そ
れ
以
前

の
集
よ
り
む
し
ろ
多
く
入
集
さ
せ
て
い
る
パ
、）
そ
れ
は
和
歌
史
に
訪
れ
た
沈
滞

期
の
こ
と
で
あ
る
。

「
よ
し
さ
ら
ば
」
が
担

っ
て
き
た
積
極
的
な
役
割
も
、
風

雅
集
あ
た
り
で
終
わ
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



注
（１
）
　
試
み
に
、

『私
家
集
大
成
』
に
よ
り
、

「
よ
し
さ
ら
ば
」
使
用
歌
の
四
首
以

上
認
め
ら
れ
る
歌
人
を
調
べ
る
と
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る

（数
字
は
そ
の
歌
数
を
示

↓

。

西
行
４
、
隆
信
４
、
慈
円
６
、
家
隆
６
、
定
家
６
、
雅
経
８
、
順
徳
院
４
、
雅
有
４
、

頓
阿
１０
、
正
徹
１０
。

（２
）
　
拙
稿

「仮
定
表
現
の
類
型
と
諸
相
」

（
『国
語
学
』
８３
）
０
拙
著

『古
代
接

続
法
の
研
究
』

（明
治
書
院
、
昭
５５
）
第
七
章

・
二
の
二
。

（３
）
　
万
葉
集
巻
二
十
・
四
四
九
三
番
の
大
伴
宿
祢
家
持
の
歌
。

（４
）
　
折
口
信
夫

（
『
日
本
古
代
抒
情
詩
集
』
全
集
第
十
三
巻
）
は
、　
こ
の
歌

の

「
よ
し
さ
ら
ば
」
に
、

「自
暴
自
棄
を
宣
言
す
る
語
。
だ
が
効
果
は
柔
軟
だ
。
」
と

注
し
て
い
る
。

（５
）
　
拙
稿

「
同
語
反
復
的
仮
定
表
現
の
情
意
性
―
―
古
代
和
歌
に
お
け
る
そ
の
分

析
―
―
」

（
『国
語
国
文
』
４５
ノ
６
、
昭
５．
．
６
）

（６
）
　
注

（５
）
に
同
じ
。

（７
）
　
風
雅
集
以
前
で
は
、
次
に
示
す
一
首
が
唯

一
の
例
外
で
あ
る
。

我
が
涙
吉
野
の
河
の
よ
し
さ
ら
ば
い
も
せ
の
山
の
な
か
に
流
れ
よ

（続
古
今
・

恋

一
・
一
〇
三
〇
・
題
し
ら
ず

ｏ
慈
鎮
大
僧
正
）

（８
）
　
新
勅
撰
集
以
後
の
勅
撰
集
に
お
け
る

「
よ
し
さ
ら
ば
」
歌
の
入
集
数
は
次
の

ご
と
く
で
あ
る
。
新
勅
撰
４
、
続
後
撰
２
、
続
古
今
３
、
続
拾
遺
３
、
新
後
撰
７
、

玉
葉
４
、
続
千
載
６
、
続
後
拾
遺
３
、
風
雅
４
、
新
千
載
４
、
新
拾
遺
６
、
新
後
拾

遺
８
、
新
続
古
今
７
。

（昭
和
五
十
五
年
九
月
二
十
日
）
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