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「遣
心
和
歌
集
」
序
文
小
考

↑
切
恵
上
人
の
自
撰
歌
集

「遣
心
和
歌
集
」
は
現
在

「新
編
　
国
歌
大
観
第
四

巻
」
に

「明
恵
上
人
歌
集
」
の
一
部
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
巻
末
の
解
説

に
よ
れ
ば
、
「東
洋
文
庫
蔵
広
橋
家
旧
蔵
の
高
信
筆
本
写
本

一
軸
が
孤
本
と
し
て

存
じ
」
て
い
る
と
い
う
。
「遣
心
和
歌
集
」
の
編
ま
れ
た
年
に
つ
い
て
は
、
小
沢

サ
ト
子
氏
に

「明
恵
上
人
歌
集
の
構
成
と
成
立
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
考
が

あ
る
。
小
沢
氏
は

「明
言
は
で
き
な
い
」
と
し
な
が
ら
も

「『遣
心
和
歌
集
』
の

成
立
は
、
承
元
三
年
七
月
廿
二
日
以
後
、
あ
ま
り
遠
く
な
い
時
期
と
し
て
よ
い

で
あ
も
ぅ
」
と
ぃ
ぅ
。
ま
た

「新
　
日
本
古
典
文
学
大
系
４６
　
中
世
和
歌
集
鎌

倉
篇
」
の
「明
恵
上
人
歌
集
」
の
解
説
も
「承
元
三
年
頃
に
成
立
し
た
も
の
か
」

と
し
て
い
る
。

も
と
「遣
心
和
歌
集
」
に
は
序
文
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
我
々

が
目
に
し
得
る
集
に
そ
の
序
文
は
な
い
。
後
に

「為
兼
卿
和
歌
抄
」
が

「遣
心

和
歌
集
」
の
序
文
と
し
て
短
い
文
章
を
引
用
し
て
い
る

（以
下
本
稿
で
は

「為

兼
卿
和
歌
抄
」
に
引
か
れ
た
文
章
を

「遣
心
和
歌
集
」
に
本
来
備
わ
っ
て
い
た

序
文
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を

「序
文
」
と
略
称
す
る
）
の
で
我
々
も
そ
の
一

端
を
窺
い
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
文
字
数
に
し
て
僅
か
四
十
字
余
り

に
過
ぎ
な
い
零
細
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
歌
に
つ
い
て
の
明
恵
上
人
の
思
索

の
全
体
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
は
論
を
候
た
な
い
が
、
ま
た
残
さ
れ
た

僅
か
な
文
言
が
何
事
か
を
語
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
、
こ
れ
ま
で
も
そ
の
序

一則

田

淳

文
の
断
片
に
明
恵
上
人
の
思
想
を
読
み
取
る
努
力
が
な
さ
れ
て
き
た
の
も
事
実

で
あ
る
。

り
準
徴
¨
岬

の ヵ、
薫
構
成
』

複
「螺

鎌
榊
『
Ⅶ
榊
好
け
脚
解
琳
い
た
一
晴
』
げ
練
〔

。

こ
の
二
本
と
も
序
文
の
箇
所
に
関
し
て
は
異
同
が
な
い
。
今

「日
本
古
典
文
学

大
系
６５
　
歌
論
集
　
能
楽
論
集
し
か
ら
序
文
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

す
く
は
心
の
す
く
な
り
、
い
ま
だ
必
ず
し
も
詞
に
よ
ら
じ
。

や
さ
し
き
は
心
や
さ
し
き
也
。
な
ん
ぞ
定
め
て
姿
に
し
も
あ
ら
む
。

こ
れ
は

「す
く
」
「や
さ
し
き
」
に
お
け
る

「詞
」
「姿
」
に
対
す
る

「心
」

の
優
位
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る

「心
」
「詞
」
「姿
」
は

言
う
ま
で
も
な
く
当
時
の
歌
論
書
に
屡
々
見
え
る
極
め
て
重
要
な
評
語
で
あ
る
。

序
文
は
更
に
こ
れ
ら
の
評
語
を
「す
く
」
「や
さ
し
き
」
と
関
係
付
け
て
論
じ
る
。

後
に
述
べ
る
よ
う
に
本
稿
は

「す
く
」
を
決
定
的
な
読
み
で
あ
る
と
は
考
え
な

い
の
で
、
「す
く
」
に
つ
い
て
は
今
暫
ら
く
措
き
た
い
。
当
時
の
歌
論
に
も
屡
々

現
わ
れ
る
評
語

「や
さ
し
き
」
が
和
歌
の
重
要
な
契
機
で
あ
る
こ
と
は
こ
こ
に

改
め
て
述
べ
る
迄
も
な
い
。
こ
れ
ら
か
ら
序
文
が
歌
論
の
伝
統
を
踏
ん
だ
上
で

立
言
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
本
稿
が
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る

箇
所

（「す
く
は
心
の
す
く
な
り
し

の
読
み
を
考
え
る
時
に
考
慮
す
べ
き
重
要

な
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
の
歌
論
に
用
い
ら
れ
た
用
語
が
こ
の
箇
所
に
も
用



い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
本
稿
の
第

一
の
課
題
は
序
文
の

「す
く
は
心
の
す
く
な
り
」
と
い
う
箇

所
の
読
み
に
他
の
読
み
を
許
す
余
地
が
な
い
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
考
え
ら
れ

る
可
能
な
読
み
と
し
て

「す
ぐ
は
心
の
す
ぐ
な
り
」
を
挙
げ
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ

ど
適
当
か
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
簡
単
に
で
は
あ
る
が

本
稿
が
新
た
に
示
し
た
読
み
に
従
っ
て
読
み
直
し
た
序
文
を
そ
れ
が
成
立
し
た

時
代
の
歌
論
史
的
課
題
に
関
係
付
け
て
考
察
し
、
歌
論
史
で
の
序
文
の
位
置
を

再
確
認
し
よ
う
と
い
う
意
図
も
持
つ
も
の
で
あ
る
。
先
ず
順
序
と
し
て
現
在
通

行
の
序
文
の
読
み

「す
く
は
心
の
す
く
な
り
」
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
い
た
い
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
序
文
自
体
は
伝
存
す
る

「遣
心
和
歌
集
」
本
文
に
見

る
こ
と
が
出
来
ず
、
後
に

「為
兼
卿
和
歌
抄
」
に
僅
か
に
引
用
さ
れ
た
も
の
が

残
る
の
み
で
あ
る
。
「為
兼
卿
和
歌
抄
」
は
屋
々
翻
字
さ
れ
て
い
る
が
、
濱
口
博

章
氏
編

「陽
明
文
庫
蔵
　
為
兼
卿
和
歌
抄
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
　
為
兼
卿

記
」
（昭
和
五
四
年
七
月
　
和
泉
書
院
発
行
）
の
解
題
に
は
、
「為
兼
卿
和
歌
抄
」

の

「翻
刻

。
注
釈
」
と
し
て
次
の
八
書
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

①

『中
世
歌
論
集
』
久
松
潜

一　
岩
波
文
庫
　
昭
和
九
年
二
月

②

『京
極
為
兼
』
土
岐
善
麿
　
西
郊
書
房
　
昭
和
三
二
年

一
〇
月

０

『日
本
歌
学
大
系
第
四
巻
』
文
明
社
　
昭
和

一
七
年
五
月
　
風
間
書
房

昭
和
三

一
年

一
月

０

『歌
論
集
　
能
楽
論
集
』
（日
本
古
典
文
学
大
系
６５
）
久
松
潜

一
校
注

岩
波
書
店

和
三
六
年
九
月

Ｄ

『芸
術
論
集
』
（古
典
日
本
文
学
大
系
３６
）
福
田
秀

一
訳
　
筑
摩
書
房

昭
和
三
七
年

一
〇
月

０

「訳
注
為
兼
卿
和
可
抄
』
土
岐
善
麿
　
初
音
書
房
　
昭
和
三
八
年

一
〇

月

０

『新
修
京
極
為
兼
』
土
岐
善
麿
　
角
川
書
店
　
昭
和
四
三
年
六
月

③

翌
示
極
為
兼
』
（日
本
詩
人
選
１５
）
土
岐
善
麿
　
筑
摩
書
房
　
昭
和
四
十

六
年
二
月

こ
れ
ら
は
ど
れ
も
今
問
題
と
す
る
序
文
の
文
言
を
「す
く
は
心
の
す
く
な
り
」

と
清
音
に
読
ん
で
い
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
写
本
に
清
濁
を
示
す
記
号
の
類

は
な
い
。
こ
こ
に
挙
げ
た
翻
刻

。
注
釈
書
の
類
全
て
が

「す
ぐ
」
で
は
な
く
、

「す
く
」
と
い
う
読
み
を
採
っ
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
、
「す
き
」
と
和
歌
の
世
界
と
の
密
接
な

関
係
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

「大
方
歌
は
数
寄
の
源
也
。
心
の
す
き
て
よ
む
べ
き

な
り
」
∩
西
行
上
人
談
抄
し

な
ど
と
い
う
文
言
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
他

の
例
と
し
て
次
に
引
く

「袋
草
紙
」
の
記
事
か
ら
も
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
、
そ
も
そ
も
和
歌
の
世
界
が

「す
き
」
と
直
ち
に
結
び
つ
く
こ
と
は
常
識

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
歌
を
詠
む
明
恵
上
人
を

「す
き
」
と
結
び
付
け
、
序

文
の
問
題
の
箇
所
を

「す
く
」
と
読
む

一
根
拠
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
を
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「袋
草
紙
」
に
よ
れ
ば
、
能
因
は
常
々
次
の
よ
う
に
人
に
教

え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

古
き
歌
仙
は
み
な
す
け
る
な
り
。
し
か
れ
ば
能
因
は
人
に

「す
き
給
え
。

す
き
ぬ
れ
ば
秀
歌
は
読
む
ぞ
」
と
ぞ
申
し
け
る

「袋
草
紙
」
は
こ
の
他
に
も

「す
き
」
の
実
例
と
も
言
う
べ
き
歌
道
に
強
い

執
着
を
持
つ
人
物
の
逸
話
を
伝
え
て
い
る
が
、
中
で
も
面
白
い
の
は
帯
刀
節
信

と
能
因
と
の
初
対
面
の
逸
話
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ

「井
堤
の
蛙
」
と

伝
え
る
蛙
の
死
骸
と

「長
柄
の
橋
」
の
も
の
と
伝
え
る
飽
屑
と
を
示
し
合
い
、

「共
に
感
歎
し
て
お
の
お
の
こ
れ
を
懐
に
し
、
退
散
」
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
当
時
の
歌
道
執
心
と
し
て
の

「す
き
」
の
極
み
の
一
例
が
読
み
取
ら
れ

２つ
。



一
方
明
恵
上
人
歌
集
の
末
尾
に
置
か
れ
た
識
語
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
が
見

えゝ
スυ。青

嵐
皓
月
の
夜
同
法
の
心
を
勧
め
、
飛
花
落
葉
の
朝
檀
那
の
情
を
催
さ
む

が
た
め
に
、
か
り
な
る
大
和
言
葉
に
寄
せ
て
深
き
御
法
を
顕
し
、
あ
だ
な

（９
）

る
風
月
に
つ
け
て
ま
こ
と
の
道
を
知
ら
し
め
き

こ
の
文
言
が
明
ら
か
に
す
る
明
恵
上
人
の
詠
歌
の
目
的
を
考
え
る
と
、
同
じ

く
和
歌
の
世
界
に
か
か
わ
る
と
は
い
え
、
上
人
の

「す
き
」
と
先
に
見
た
能
因

等
の
そ
れ
と
は
大
い
に
異
な
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
に
と
っ
て

は
歌
道
が
目
的
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
没
入
し
た
状
態
で
あ
る
の
に
、
明
恵
上
人

の
場
合
は
そ
れ
と
は
異
な
る
。
右
の
文
言
か
ら
上
人
が
言
わ
ば

「歌
道
の
為
の

歌
道
」
と
も
い
う
べ
き

「す
き
」
を
肯
定
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
資
料
と
し

（１０
）

て
は
疑
間
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
目
前
の
課
題
を
考
え
る
上
で

「梅
尾
明
恵
上

人
伝
記
　
巻
下
」
に
見
え
る
次
の
逸
話
も
忘
れ
が
た
い
。

上
人
松
茸
を
食
し
給
ふ
由
を
聞
き
伝
へ
て
、
或
る
人
請
じ
申
し
て
、
松
茸

を
種
々
に
料
理
し
て
ま
ゐ
ら
せ
ら
れ
け
り
。
帰
り
給
ひ
て
後
、
人
申
し
け

る
は
、
松
茸
御
愛
物
に
て
候
由
承
り
伝
へ
て
、
随
分
奔
走
し
け
る
由
申
し

け
れ
ば
、
「道
人
は
仏
法
を
だ
に
も
好
む
と
人
に
云
は
る
ゝ
は
恥
な
り
。
ま

し
て
松
茸
好
む
な
ど
云
は
る
ゝ
事
浅
猿
き
事
也
。
是
を
食
す
れ
ば
こ
そ

か
ゝ
る
煩
ひ
に
も
及
び
候
へ
」
と
て
、
其
の
後
は
ふ
つ
と
是
を
断
ち
給
ヘ

（ｎ
）

明
恵
上
人
の
境
涯
に
つ
い
て
こ
こ
に
批
評
的
に
述
べ
る
こ
と
は
差
控
え
た
い

が
、
た
だ

「道
人
は
仏
法
を
だ
に
も
好
む
と
人
に
云
は
る
ゝ
は
恥
な
り
」
と
い

う
文
言
に
は
上
人
の
胸
懐
が
窺
わ
れ
殊
に
な
つ
か
し
い
。
こ
れ
が
帯
刀
節
信
と

能
因
の

「す
き
」
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
改
め
て
い
う
ま

で
も
あ
る
ま
い
。
「袋
草
紙
」
が
述
べ
る

「す
き
」
を
前
に
し
て
明
恵
上
人
が
ど

の
よ
う
な
感
想
を
持
つ
か
、
思
い
半
ば
に
過
ぎ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
能

因
ら
歌
道
に
執
心
す
る
歌
人
た
ち
に
往
々
に
し
て
見
ら
れ
る

「す
き
」
を
明
恵

上
人
が
自
ら
に
許
す
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

当
時
の
資
料
が
伝
え
る
能
因
な
ど
の

「す
き
」
が
明
恵
上
人
の
精
神
の
あ
り

方
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
次
に
よ
り
直
接

的
に
上
人
の

「す
き
」
を
裏
付
け
る
と
さ
れ
る
資
料
の
吟
味
に
移
り
た
い
。
先

に
挙
げ
た
八
書
目
の
う
ち
、
０

「歌
論
集
　
能
楽
論
集
」
は
、
「井
蛙
抄
」
の
一

節
と

「却
廃
忘
記
」
の
記
事
を
挙
げ
て
、
明
恵
上
人
が

「『す
き
』
の
精
神
を
求

め
て
い
た
」
事
を
裏
付
け
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
先
ず

「井
蛙
抄
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
ど
の
程
度
に
明
恵
上
人
の

「す
き
」
を
実
証
す
る

「資
料
し
た
り
え
て

い
る
の
か
、
そ
れ
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

戸
部
云
、
高
尾
文
学
上
人
歌
五
首
詠
て
、
京
極
黄
門
許
に
持
来
、
皆
其
心

珍
重
也
。
仏
法
練
行
心
通
二
和
歌
一欺
之
由
記
録
被
二
書
載
一。都
賀
尾
明
恵
上

人
は
、
此
道
数
寄
異
レ
他
也
。
”
新
勅
撰
に
あ
ま
た
被
二
撰
入
一。
又
自
遣
心

集
と
い
ふ
集
を
書
て
、
歌
を
あ
つ
め
ら
れ
た
り
。
文
学
上
人
、
数
寄
被
二
相

（・３
）

続
一欺

「井
蛙
抄
」
自
体
、
明
恵
上
人
の

「す
き
」
を
考
察
す
る
際
の
資
料
と
し
て

は
、
や
や
時
代
も
下
り
、
右
に
引
い
た
明
恵
上
人
の

「す
き
」
を
説
く
箇
所
は

文
言
も
短
く
、
和
歌
を
好
ん
だ
と
い
う
こ
と
が

「新
勅
撰
和
歌
集
」
へ
の
入
集
、

「遣
心
和
歌
集
」
の
自
撰
と
い
う
二
つ
の
事
実
以
外
に
は
具
体
的
に
何
も
語
ら

れ
て
い
な
い
。
上
人
の

「す
き
」
を
裏
付
け
る
資
料
と
し
て
は
や
や
不
十
分
の

感
を
免
れ
な
い
。
た
だ

「井
蛙
抄
」
の

「す
き
」
の
他
の
用
例
を
考
え
合
わ
せ

る
と
、
こ
こ
で
い
わ
れ
た

「す
き
」
は
歌
道
に
熱
中
す
る
そ
れ
で
あ
る
と
い
え

よ
う
が
、
そ
の
よ
う
な

「す
き
」
を
明
恵
上
人
が
肯
定
す
る
と
考
え
に
く
い
こ

と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
て
も
う

一
つ
の
資
料

「却
廃
忘
記
」
は



そ
の
成
立
の
事
情
か
ら
考
え
て
よ
り
信
頼
度
の
高
い
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
が

出
来
る
。専

念
房
ノ
和
歌
コ
ノ
マ
ル
ゝ
事
、
順
行
房
ノ
被
申
次
二
仰
云
、
和
歌
ハ

ヨ
ク
ヨ
マ
ナ
ム
ド
ス
ル
カ
ラ
ハ
、
無
下
ニ
マ
サ
ナ
キ
也
。
只
何
ト
ナ
ク
読

（‐５
）

チ
ラ
シ
テ
、
心
ノ
実
ニ
ス
キ
タ
ル
ハ
、
ク
ル
シ
ク
モ
ナ
キ
也

短
い
文
章
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
が
扱
う
課
題
に
つ
い
て
様
々
な
こ
と

を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「和
歌
ハ
ヨ
ク
ヨ
マ
ナ
ム
ド
ス
ル
」

と
は
ど
の
よ
う
な
作
歌
の
態
度
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
く

「却
廃
忘

記
」
の
中
に
は
、
明
恵
上
人
の
詠
歌
の
態
度
を
語
る
次
の
よ
う
な
文
言
が
残
さ

れ
て
い
る
。

或
時
秋
、
禅
堂
院
ノ
御
房
ニ
テ
、
禅
上
房
二
被
仰
云
、

前
ノ
柿
ノ
此
木
ノ
チ
リ
テ
庭
二
候
ガ
、
風
ニ
フ
カ
レ
テ
、
ア
ナ
タ
コ
ナ
タ

ヘ
マ
カ
リ
候
ガ
、
鳥
ノ
シ
ア
ル
ク
ニ
ニ
テ
候
ヲ
、
カ
キ
ド
リ
ト
申
サ
ム
ト

思
候
也
。
コ
ン
テ
イ
ノ
事
ハ
、
カ
ク
申
ソ
メ
ツ
レ
バ
、
ャ
ガ
テ
和
歌
ノ
コ

（‐６
）

ト
バ
ナ
ド
ニ
モ
ナ
ル
コ
ソ
候
メ
レ

上
人
は
こ
こ
で
、
見
た
こ
と
思
っ
た
こ
と
を
何
の
技
巧
を
も
用
い
ず
に
、
そ

の
ま
ま
表
現
す
れ
ば
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
和
歌
と
な
る
、
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し

て
、
「和
歌
ハ
ヨ
ク
ヨ
マ
ナ
ム
ド
ス
ル
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
上
人
の
姿
勢
と
は

相
容
れ
な
い
、
例
え
ば

「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
」
∩
為
兼
卿
和
歌
抄
し

と
批
判
さ
れ
た
よ

う
な
作
歌
態
度
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
態
度
を
作

歌
本
来
の
道
に
引
き
戻
す
も
の
と
し
て
、
述
べ
ら
れ
た
の
が
そ
れ
に
続
く

「只

何
ト
ナ
ク
読
チ
ラ
シ
テ
、
心
ノ
実
ニ
ス
キ
タ
ル
ハ
、
ク
ル
シ
ク
モ
ナ
キ
也
」
と

い
う
文
言
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
上
人
の
い
う

「す
き
」
の
様
態

が
明
確
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
一
般
に

「す
き
」
が
、
和
歌
の
世
界
と
固
く
結
び
つ
き
、
既
に
或
る
特

定
の
心
理
的
状
態
を
指
す
と
と
も
に
、
そ
れ
が
む
か
う
対
象

（和
歌
の
世
界
）

を
も
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た

「袋
草
紙
」
に
多
く
見
ら

れ
る
用
例
な
ど
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「心
ノ
実
ニ
ス
キ
タ
ル
ハ
」
（傍

点
前
田
）
で

「
ス
キ
」
を

「心
」
の
在
り
方
と
し
て
と
ら
え
、
し
か
も

「実
二
」

と
念
を
押
し
た
表
現
に
は
、
こ
の

「
ス
キ
」
が
、
例
え
ば
歌
道
執
心
な
ど
と
い

う
既
定
の
内
容
を
持
つ

「す
き
」
と
は
微
妙
に
異
な
る
何
か
で
あ
る
こ
と
を
指

そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
よ
う
に
読
ま
れ
る
。
「実
ニ
ス
キ
」
で
あ
る

「心
」
の

あ
り
方
と
い
う
も
の
は
、
「何
も
の
か
を

一
途
に
求
め
る
心
の
あ
り
方
」
と
で
も

一言
っ
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
コ
何
も
の
か
」

は

「歌
道
」
で
あ
っ
た
り
、
「松
茸
」
で
あ
っ
た
り
し
な
い

「何
も
の
か
」
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

「仏
法
」
で
さ
え
な
い

「何
も
の
か
し
で
あ
っ
た

よ
う
だ
が
、
明
恵
上
人
の
本
領
に
触
れ
よ
う
と
す
る
こ
の
辺
り
か
ら
議
論
が
複

雑
に
も
な
り
、
そ
れ
と
同
時
に
本
稿
の
課
題
と
も
離
れ
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
こ
こ
で
は
そ
れ
が
専
門
歌
人
の
歌
道
執
心
と
は
大
い
に
異
な
る
と
い
う
こ

と
が
確
認
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
さ
て

「す
き
」
「す
き
者
」
と
い
う
用
語
が

既
に
風
雅
と
い
う
特
定
の
意
味
内
容
を
持
つ
時
代
の
用
法
に
注
意
し
て
、
「心
ノ

実
ニ
ス
キ
タ
ル
ハ
」
（傍
点
前
田
）
と
書
き
加
え
た

「却
廃
忘
記
」
は
こ
れ
ら
両

者
を
裁
然
と
区
別
す
る
こ
と
に
は
十
分
細
心
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
、
恐
ら

く
仏
法
に
も
通
じ
る

「す
き
」
と
は
こ
れ
で
、
あ
の
歌
道
執
心
の
そ
れ
で
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

所
で
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
仏
法
に
通
じ
る

「す
き
」
が
、
非
常
に
特

殊
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
「す
き
」
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は

「梅
尾
明
恵
上
人
遺
訓
」
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
残
さ
れ
て
い
る
。

昔
よ
り
人
を
見
る
に
、
心
の
す
き
も
せ
ず
、
恥
な
げ
に
ふ
た
心
な
る
程
の



者
の
、
仏
法
者
に
な
り
た
る
こ
そ
、
つ
や
´
ヽ
な
け
れ
。
（中
略
）
心
の
数

寄
た
る
人
の
中
に
、
日
出
度
き
仏
法
者
は
、
音
も
今
も
出
来
る
な
り
。
頌

詩
を
作
り
、
歌

・
連
歌
に
携
る
事
は
、
強
ち
仏
法
に
て
は
無
け
れ
ど
も
、

加
様
の
事
に
も
心
数
寄
た
る
人
が
、
雅
て
仏
法
に
も
す
き
て
、
知
恵
も
あ

り
、
や
さ
し
き
心
使
ひ
も
け
だ
か
き
な
り
。
心
の
俗
に
成
り
ぬ
る
程
の
者

は
、
稽
古
の
力
を
積
め
ば
さ
す
が
な
る
様
な
れ
ど
も
、
何
に
も
利
勘
へ
が

ま
し
き
有
所
得
に
か
ゝ
り
て
、
拙
き
風
情
を
帯
す
る
也
。
少
く
よ
り
や
さ

し
く
数
寄
〆
い
実
し
き
心
立
て
し
た
ら
ん
者
に
、
仏
法
を
も
教
へ
立
て
見

る
べ
き
な
り

こ
こ
で
は

「す
き
」
が
仏
法
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
理
解
は
当
時
極
く
普
通
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（‐８
）

大
野
順

一
氏
に
従
え
ば

「風
流
の
数
奇
が
仏
の
道
に
通
ず
る
と
い
ふ
考
へ
は
、

和
歌
即
陀
羅
尼
と
い
ふ
形
で
、当
時
ひ
ろ
く
行
は
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
」。氏
は
「方

丈
記
」
等
の
文
章
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
論
じ
、
「そ
れ
を

『宗
教
的
な
数
奇
』
と

読
ん
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
大
野
氏
は

「発
心
集
第
六

の
七
」
の
文
章
を
挙
げ
、
「数
奇
が
つ
ひ
に
は
出
離
解
脱
の
門
出
に
通
ず
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
大
野
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
こ
れ
ら
は

『宗
教
的
な
数
奇
」
と
で
も
名
付
け
る
べ
き
も
の
で
、
先
の
能
因
と
帯
刀
節
信

の
逸
話
に
見
ら
れ
る

「す
き
」
と
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ

こ
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
同
じ
く

「す
き
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
、
少
な

く
と
も
二
種
の
相
異
な
る

「す
き
」
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
恵

上
人
の

「す
き
」
を
論
じ
る
時
に
は
、
上
人
の

「す
き
」
が
ど
の
よ
う
な
性
格

の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
十
分
認
識
し
て
お
き
た
い
が
、
先
の

「却
廃
忘
記
」

の
記
事
等
は
そ
れ
を
見
極
め
る
上
で
有
効
な
資
料
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
０

「歌
論
集
　
能
楽
論
集
」
は
資
料
の
挙
げ
方
に
お
い

て
や
や
吟
味
に
欠
け
、
そ
の
挙
げ
る
資
料
を
以
て
た
だ
ち
に
上
人
の

「す
き
」

を
裏
付
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
明
恵
上
人
の

「す
き
」
を
裏
付
け
る
と
さ
れ
る
資
料
を
吟
味
し
て
、

そ
れ
ら
が
必
ず
し
も
直
接
上
人
の
歌
道
執
心
の

「す
き
」
を
裏
付
け
る
上
で
決

定
的
な
資
料
た
り
得
て
い
な
い
の
で
は
な
い
と
い
う
理
解
に
到
達
し
た
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
序
文
の
解
釈
を
助
け
る
、
い
わ
ば
補
助
的
な
資
料
の

批
判
作
業
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
序
文
本
文
に
戻
り
、
当
該
箇
所
が
「す
く
」

と
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
の
考
察
に
移
り
た
い
。

先
ず
基
本
的
な
事
柄
と
し
て
、
そ
も
そ
も

「す
く
」
が
当
時
使
用
さ
れ
た
語

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
都
合
よ
く
国
語
学
か
ら
の
調
査
報
告
が
存
在
す
る
の
で
、
そ
れ
に
説
明

を
求
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
い
う

「国
語
学
か
ら
の
調
査
報
告
」
と
は

宮
地
敦
子
氏
の

「心
身
語
彙
の
史
的
研
究
」
を
指
し
、
氏
は
こ
の
著
書
の

「第

二
部
　
第
二
章
対
義
語
の
成
立
」
で

「す
く
」
を
ひ
と
度
論
じ
、
更
に

「補
説

『数
奇
」
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
ふ
た
度
論
じ
て
い
る
。
今
本
稿
と
の
関
わ
り

で
、
そ
の
論
か
ら
次
の
二
点
を
引
用
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

一
、
平
安
朝
に
お
け
る

『す
く
』
の
例
を
み
る
と
、
文
法
的
に
は
次
の
三
つ

の
事
実
が
注
目
さ
れ
る
。
（中
略
）
二
つ
に
は
、
連
用
形
が
頻
用
さ
れ
て

い
る
こ
と

（後
述
ｙ

（二
一
〇
頁
以
下
）

平
安
仮
名
文
に
お
け
る
動
詞

『す
く
』
は
、
連
用
形
が
そ
の
殆
ど
で
あ

り
、
他
の
活
用
形

（伊
勢
物
語
に
己
然
形

一
例
、
源
氏
物
語
に
未
然
形

二
例
）
は
む
し
ろ
特
例
で
あ
る

（二
一
八
頁
）

二
、
和
歌
に
お
い
て
は

「透
く
」
「飲
く
」
「過
ぐ
」
な
ど
の
掛
詞
と
し
て
よ

み
こ
ま
れ
た
ば
あ
い
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
俳
諸
歌
。

贈
答
歌
に
偏
っ
て
い
る
の
は
、
「す
く
」
の
俗
語
性
を
示
唆
す
る
も
の
か



と
考
え
ら
れ
る

（二
一
〇
頁
）

「す
く
」
は
も
と
俗
語
性
の
つ
よ
い
語
で
あ
っ
た
ろ
う
。
和
歌
の
な
か

に
は
原
則
と
し
て
使
わ
れ
な
い
。
も
し
使
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
「飲
く
」

「透
く
」
「過
ぐ
」
ま
た

「酸
き
」
「杉
」
な
ど
と
の
掛
詞
の
な
か
に
お

い
て
で
あ
る
。
含
〓
〓
一頁
）

「遣
心
和
歌
集
」
の
成
立
年
の
通
説
は
本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
。
そ
れ
は
政

治
史
的
に
は
平
安
時
代
を
や
や
下
り
、
既
に
鎌
倉
時
代
と
認
め
ら
れ
る
時
期
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
和
歌
史
的
に
新
古
今
か
ら
新
勅
撰
へ
移
行
す
る
注
目
す
べ
き

一
時
期
に
当
た
っ
て
い
る
。
序
文
は
平
安
時
代
の
仮
名
文
の
伝
統
が
生
き
て
い

る
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
宮
地
氏
の
指
摘
は
こ
こ
で
も
有
効
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
宮
地
氏
の
論
を
本
稿
と
の
関
心
か
ら
捉
え
直
し
、
今
以
下

の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
お
き
た
い
。

①
・　
問
題
の
語

「す
く
」
は

「す
き
」
と
い
う
活
用
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
殆
ど
で
、
已
然
形
及
び
未
然
形
で
の
用
例
も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら

は
特
例
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
序
文
の

「す
く
」
は
四
段
動
詞

「す
く
」
の
終
止
形
ま
た
は
連
体
形
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
も
し
序
文

の
こ
の
箇
所
が

「す
く
」
で
あ
れ
ば
、
当
時
の
用
例
か
ら
そ
れ
は

「す

く
」
の
非
常
に
珍
し
い
活
用
形
の
用
例
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
同
時
に
序
文
の
こ
の
箇
所
を

「す
く
」
と
は
読
ま
な
か
っ
た

可
能
性
も
高
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
・　
和
歌
で
の

「す
く
」
の
用
例
は
俳
諧
歌

・
贈
答
歌
に
偏
っ
て
い
る
。
こ

れ
は

「す
く
」
の
俗
語
性
を
示
唆
す
る
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ

ろ
で
一
般
に
和
歌
集
の
序
文
は
俗
語
を
混
ぜ
て
書
く
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
故

「俗
語
性
の
つ
よ
い
」
こ
と
を
思
わ
せ
る

「す
く
」
と
い
う
語

が
用
い
ら
れ
る
場
と
し
て
は
や
や
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。

或
い
は
人
は
先
に
挙
げ
た

「却
廃
忘
記
」
の
文
言
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ

う
に
、
明
恵
上
人
が
そ
の
よ
う
な
用
語
の
選
択
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に

は
余
り
拘
泥
し
な
か
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
、
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
序
文
の
叙
述
に
用
い
ら
れ
る
の
が

「心
」
「詞
」
「や
さ
し
」

「姿
」
と
い
う
歌
論
用
語
の
み
で
、
そ
の
叙
述
が
歌
論
の
伝
統
に
立
っ

て
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
意
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
場
に
歌

論
と
は
縁
の
う
す
い

「俗
語
性
の
つ
よ
い
語
」
と
見
ら
れ
る
Ｌ
す
く
」

を
使
用
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
更
に
序
文
の
修
辞
的
な
面
に
注
目

す
る
と
同
様
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
る
。
即
ち
、
修
辞
技
巧

的
な
面
か
ら
序
文
に
は

「す
く
―
や
さ
し
」
「詞
１
姿
」
と
い
う
対
句
的

対
応
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
「詞
１
姿
」
の
対
応
は
歌

論
用
語
と
し
て
既
に
十
分
熟
し
た
二
評
語
の
対
応
で
問
題
は
な
い
が
、

「す
く
―
や
さ
し
」
の
対
応
は
歌
論
用
語

「や
さ
し
」
に

「俗
語
性
の

つ
よ
い
」
と
考
え
ら
れ
る
歌
論
用
語
な
ら
ぬ

「す
く
」
を
配
し
た
も
の

で
、
こ
の
ま
ま
で
は
こ
の
二
語
の
対
応
に
は
対
句
的
修
辞
の
効
果
が
十

分
に
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

は
矢
張
り
歌
論
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
語
が

「や
さ
し
」
に
配
さ
れ

る
の
が
自
然
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
故
こ
こ
は

「す
く
」
以
外
の
語

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
ど
う
し
て
も
序
文
の

「す
く
」
に
別
の
読
み

方
を
探
っ
て
み
た
く
な
る
の
だ
が
、
写
本
自
体
に
は
清
濁
を
示
す
記
号
の
類
は

な
い
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
清
音
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
「す
く
」
を

「す
ぐ
」

と
読
む
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
て
本
稿
は

「す
く
」
の
か
わ
り
に

「す
ぐ
」
と
い
う
読
み
を
採
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
、
以
下

「す
く
」
を

「す
ぐ
」
と
読
み
直
そ
う



と
す
る
理
由
を
述
べ
よ
う
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
序
文
が
生
ま
れ
た
時
代
の
他

の
歌
論
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ま
た

「為
兼
卿
和
歌
抄
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
理
解
が
可
能
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
理
解
が
適
当
で

あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

「す
ぐ
」
と
い
う
用
語
の
用
例
は
当
時
の
資
料
に
決
し
て
乏
し
い
わ
け
で
は

な
く
、
ご
く
普
通
に
用
い
ら
れ
た
平
凡
な
語
で
あ
っ
た
と
い
つ
て
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
時
代
は
や
ヽ
下
る
が
、
「徒
然
草
」
第
六
二
段
の

「す
ぐ
な
文

字
」
な
ど
の
用
例
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
歌
論
以
外
で
の

「す
ぐ
」

に
つ
い
て
こ
の
場
で
詳
述
は
し
な
い
。

十
酬
蜀
¨
利
け
れ
口
浸

「
転

げ
に
「
一
赫
打
『
一
刺
い
脚
れ
¨
↓
』
わ

」
「『

卿
制

に

「此
直
健
、
義
賞
以
無
曲
折
馬
得
耳
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
詠
歌

の
有
り
様
に
つ
い
て
は
沢
姿
詞
と
心
の
）
以
上
の
関
係
は
日
常
の
言
語
活
動
に

向
脇
勧
』
商
”
『
琳
¨
琳
織
】
」
“
獅
崚
か
「
詢
嘲
れ
れ

る し、
れ
Ч
一
漱
剛

「
な

脚

兼
卿
和
歌
抄
」
の
「す
ぐ
」
な
る
語
の
理
解
を
示
す

「心
に
思
ふ
事
は
そ
の
ま
ゝ

に
よ
ま
れ
た
れ
ば
」
と
い
う
文
言
の
意
味
す
る
所
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

は

「す
ぐ
」
の
理
解
に
直
ち
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
が
、
「す
ぐ
」
な
る
歌

の
様
態
が
歌
論
史
で
は
す
で
に
一
歌
体
と
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る

資
料
で
あ
り
、
こ
こ
に
そ
の
歌
体
の
和
歌
史
的
背
景
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
。

し
か
し
、
「す
ぐ
」
と
い
う
用
語
を
歌
論
に
求
め
る
と
そ
の
用
例
は
必
ず
し
も

多
く
は
な
く
、
序
文
の
他
に
は
わ
ず
か
に

「八
雲
御
抄
」
に
数
例
見
ら
れ
る
程

度
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
序
文
の
叙
述
の
形
式
に
目
を
遣
れ
ば
冒
頭
の
「す
ぐ
は
」

は
、
「す
ぐ
」
が
読
者
に
は
既
に
十
分
馴
染
み
の
あ
る
題
目
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

す
表
現
形
式
で
あ
り
、
序
文
の
前
半
の
現
在
は
失
わ
れ
た
箇
所
に

「す
ぐ
」
に

つ
い
て
の
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
こ
れ
は

「す
ぐ
」
が
序
文
が
そ

の
思
索
を
進
め
る
上
で
重
要
な
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
れ
を

後
述
の

「八
雲
御
抄
」
の
用
例
な
ど
と
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
「す
ぐ
」
が
当
時
の

歌
論
で
は
す
で
に
重
要
な
歌
論
的
課
題
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら

れ
興
味
深
い
。
さ
て
序
文
は

「心
の
す
ぐ
」
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
以
下

「す
ぐ
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第

一
、
歌
の
よ
き
や
う
は
、
た
ゞ
す
ぐ
に
艶
な
る
べ
き
な
り
。
し
か
る
を

こ
の
体
心
に
ま
か
せ
て
い
ひ
が
た
き
故
に
、
心
こ
も
り
て
艶
な
る
は
第
二

な
り
。
艶
な
ら
む
と
す
れ
ば
、
必
ず
心
た
ら
ず
。
心
す
ぐ
な
ら
む
と
す
れ

ば
又
艶
な
ら
ぎ
る
な
り
。
た
ゞ
艶
な
ら
ず
と
い
ふ
と
も
、
心
を
た
し
か
に

よ
む
べ
し
。
返
す
´
ヽ
や
さ
し
さ
を
好
む
べ
か
ら
ず
。
（中
略
）
上
旬
く
だ

け
た
ら
ば
、
下
旬
は
か
ま
へ
て
す
ぐ
に
、
下
旬
こ
と
が
ま
し
く
ば
上
を
す

ぐ
に
よ
む
べ
し
。
上
下
と
も
に
す
ぐ
な
る
は
本
な
り
。
上
下
と
も
に
く
だ

け
た
る
は
、
い
ま
だ
秀
歌
に
こ
れ
を
き
か
た
く

右
は

「『八
雲
御
抄
』
巻
第
六
　
用
意
部
」
か
ら
の
引
用
で
、
一
読
し
て
序
文

と
御
抄
の
用
語
の
類
似
は
明
ら
か
で
あ
る
。
論
旨
か
ら
御
抄
の
い
う

「艶
」
と

「や
さ
し
さ
」
と
は
、
ほ
ぼ
同
義
と
解
さ
れ
、
そ
う
す
る
と
序
文
と
の
用
語
の

類
似
は
一
層
著
し
く
な
る
。
御
抄
は
先
ず
冒
頭
に

「た
ゞ
す
ぐ
に
艶
な
る
べ
き

な
り
」
と
述
べ
る
が
、
直
後
に
こ
の
詠
歌
の
在
り
方
の
困
難
を

「心
す
ぐ
な
ら

む
と
す
れ
ば
又
艶
な
ら
ぎ
る
な
り
」
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
か
ら
冒
頭
の
一
文
は

「た
ゞ
心
す
ぐ
に
」
（傍
点
前
田
）
の
意
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
。
更
に
御
抄

は

「た
ヾ
艶
な
ら
ず
と
い
ふ
と
も
、
心
を
た
し
か
に
よ
む
べ
し
」
「上
下
と
も
に

す
ぐ
な
る
は
本
な
り
」
「奥
義
肝
心
す
ぐ
に
歌
を
よ
め
」
等
と
繰
り
返
し
「す
ぐ
」

な
る
歌
を
勧
め
る
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に

「心
」
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
の
で



あ
っ
た
。
序
文
も
ま
た
当
時
の
歌
論
の
用
語
を
駆
使
し
て
論
を
進
め
な
が
ら
、

「す
ぐ
は
心
の
す
ぐ
な
り
」
「や
さ
し
き
は
心
や
さ
し
き
也
」
と
い
い
、
そ
の
論

の
焦
点
は

「心
」
に
絞
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
御
抄
と
序
文
と
の
思
索
が
と

も
に

「心
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
そ

の

「心
」
の
議
論
に
か
か
わ
っ
て
両
書
に
現
わ
れ
る

「す
ぐ
」
な
る
評
語
の
持

つ
意
味
の
重
さ
も
思
わ
れ
る
。

さ
て

「す
ぐ
」
と
は
い
か
な
る
様
態
を
指
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

は
御
抄
が
梁
塵
秘
抄
を
引
い
て
説
く

「ま
こ
と
の
よ
き
歌
よ
み
に
な
り
ぬ
れ
ば
、

や
す
く
と
あ
り
の
ま
ヽ
の
事
と
こ
そ
聞
こ
ゆ
」
や
御
抄
自
身
の

「上
旬
く
だ
け

た
ら
ば
、
下
旬
は
か
ま
へ
て
す
ぐ
に
、
下
旬
こ
と
が
ま
し
く
ば
、
上
を
す
ぐ
に

よ
む
べ
し
。
上
下
と
も
に
す
ぐ
な
る
は
本
な
り
。
上
下
と
も
に
く
だ
け
た
る
は
、

い
ま
だ
秀
歌
に
こ
れ
を
き
か
ず
」
と
い
う
文
言
な
ど
が
参
考
に
な
る
が
、
そ
れ

は

「く
だ
け
た
ら
ば
」
Ｆ
」
と
が
ま
し
」
と
い
う
表
現
の
あ
り
方
に
対
す
る

「あ

り
の
ま
ヽ
」
な
る
表
現
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、

先
に
見
た

「和
歌
證
十
種
」
の

「直
体
」
で
あ
る
。
そ
の
時
も

「為
兼
卿
和
歌

抄
」
の

「す
ぐ
」
の
解
釈
で
あ
る

「心
に
思
ふ
事
は
そ
の
ま
ゝ
に
よ
ま
れ
た
れ

ば
」
も
こ
れ
ら
と
の
思
索
と
近
い
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
畢
克

「す
ぐ
」

と
は
率
直

。
素
直
な
、
い
わ
ば
直
体
的
な
表
現
を
指
す
も
の
と
理
解
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
序
文
と
御
抄
と
が
生
ま
れ
た
時
代
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
そ
れ
は

あ
た
か
も
新
古
今
歌
風
を
反
省
し
、
新
た
な
和
歌
の
あ
り
方
が
人
々
の
関
心
と

な
っ
て
い
た
時
期
に
当
た
っ
て
い
た
。
先
に
引
い
た

「八
雲
御
抄
」
の
箇
所
は

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
状
況
を
関
心
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
歌

論
の
思
索
が
一
様
に
、
（仮
に

「毎
月
抄
」
の
用
語
を
使
え
ば
）
「有
心
」
が
指

し
示
す
作
歌
の
在
り
方
を
巡
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
事
は
田
中
裕
先
生
の

「有

心
の
課
題
」
に
詳
し
い
。
同
論
文
は
、
「八
雲
御
抄
」
の
思
索
を

「毎
月
抄
」
「無

名
抄
」
等
の
思
索
と
並
べ
て
考
察
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
や
う
に
考
へ
て
く
る
と
、
御
抄
が
第

一
等
と
し
て
要
請
す
る

「た
ゞ

す
ぐ
に
艶
な
る
」
も
の
は
、
前
引
の
毎
月
抄
の

「
い
ま
と
か
く
も
て
あ
つ

か
ふ
風
情
に
て
は
な
く
て
、
俄
に
か
た
は
ら
よ
り
や
す
や
す
と
し
て
詠
み

出
し
た
る
中
に
、
い
か
に
も
秀
逸
は
侍
る
べ
し
」
と
い
ふ
秀
逸
体
の
様
態

と
す
こ
ぶ
る
類
似
す
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
無
名
抄
が
「心

に
も
詞
に
も
艶
極
ま
り
ぬ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
徳
は
お
の
づ
か
ら
具
は
る
に

こ
そ
」
と
説
い
て
ゐ
る
の
と
、
艶
の
規
定
に
精
粗
の
ち
が
ひ
は
あ
る
に
し

て
も
、
お
そ
ら
く
指
向
す
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
ひ
ら
き
は
な
か
つ
た
で
あ

（２６
）

うヽ
う

序
文
は
短
く
そ
の
叙
述
に
議
論
の
全
容
を
明
ら
か
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
歌
論
と
同
じ
課
題
を
分
か
ち
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
そ
こ
に
使
わ
れ
た

「詞
」
「姿
」、
就
中

「心
」
「艶

（や
さ
し
ご

及
び

「す
ぐ
」
の
評
語
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
御
抄
は
い
う
、

「あ
ま
り
に
詞
を
や
さ
ば
み
て
、
む
す
ぼ
ゝ
れ
つ
ゞ
き
て
の
み
あ
る
も
、
返
す

ぐ
見
ざ
め
す
る
事
お
ほ
し
」
（巻
第
六
）
と
。
ま
た

「歌
も
心
を
本
と
し
て
、
其

う
へ
詞
を
求
む
れ
ば
、
自
然
に
や
さ
し
き
こ
と
も
あ
る
な
り
」
（同
）
と
。
こ
れ

ら
の
文
言
が
向
け
ら
れ
た
好
ま
し
か
ら
ぬ
詠
歌
の
状
況
は
、
「す
ぐ
は
心
の
す
ぐ

な
り
、
い
ま
だ
必
ず
し
も
詞
に
よ
ら
じ
。
や
さ
し
き
は
心
や
さ
し
き
也
。
な
ん

ぞ
定
め
て
姿
に
し
も
あ
ら
む
」
と
い
う
主
張
を
も
つ
序
文
が
見
て
い
た
そ
れ
と

同

一
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
推
測
さ
れ
よ
う
。
し
か
も
、

こ
の
両
者
が
主
張
を
同
じ
く
す
る
と
見
え
る
点
は
更
に
注
目
に
値
す
る
。

さ
て
最
後
に
こ
の
よ
う
な
歌
論
史
的
な
位
置
を
も
つ
序
文
を
引
用
し
た

「為

兼
卿
和
歌
抄
」
の
意
図
に
つ
い
て
少
々
考
察
し
て
み
た
い
。
為
兼
と
明
恵
上
人



の
関
わ
り
と
い
え
ば
、
前
者
が
後
者
の
歌
を
歎
称
し
た
と
い
う

「梅
尾
明
恵
上

人
伝
記
　
巻
上
」
の
伝
え
る
逸
話
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が

「後
人
の
手
」
に
な

り
、
史
実
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
、
日
中
久
夫
氏
の
前
掲
の
伝
急
が
論
証
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
も
と
よ
り

「す
ぐ
」
「心
」
を
重
視
す
る
序
文
の
所
説
は

「為
兼

卿
和
歌
抄
」
の
主
張
と
相
違
す
る
も
の
で
は
な
い
。
序
文
の
引
用
の
意
図
は
言

う
ま
で
も
な
く
、
「援
用
」
に
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
に
は

「為
兼
卿
和
歌
抄
」

が
序
文
の
所
説
を
自
ら
の
そ
れ
と
同
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
て
い
た
こ
と

が
前
提
と
な
る
が
、
序
文
の
位
置
が
和
歌
史
上
新
古
今
歌
風
を
反
省
し
批
判
す

る
所
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は

「為
兼
卿
和
歌
抄
」
を
考
え
る
上
に

も
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
序
文
を

「す
ぐ
は
心
の
す
ぐ
な
り
」
と
読
む
べ
き
こ
と
を
論
じ
、
そ
の

読
み
に
従
っ
て
考
察
を
進
め
て
来
た
。
し
か
し
、
こ
の
読
み
に
は
何
処
か
熟
さ

ぬ
響
き
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
序
文
に
あ
る
よ
う
な
名
詞
と

し
て
用
い
ら
れ
た

「す
ぐ
」
の
用
例
が
他
に
見
当
ら
ぬ
か
ら
で
で
も
あ
ろ
う
か
。

「八
雲
御
抄
」
を
見
て
も

「す
ぐ
に
」
「す
ぐ
な
る
」
「す
ぐ
な
ら
む
」
等
の
用

例
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
容
動
詞
の
語
幹
が
名
詞
と
し
て
使

わ
れ
た
例
は
、
形
容
動
詞

「あ
は
れ
な
り
」
の
語
幹

「あ
は
れ
」
が
名
詞
と
し

て
使
用
さ
れ
た

「心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
し
ら
れ
け
り
」
を
挙
げ
る
迄
も
な

く
、
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
思
う
と
、
形
容
動
詞

「す
ぐ
な
り
」
の
語

幹

「す
ぐ
」
が
、
当
時
名
詞
と
し
て
意
識
さ
れ
使
用
さ
れ
た
可
能
性
も
十
分
考

え
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
実
際
に

「す
ぐ
は
」
と
い
う
用
例
を
序
文
の
他
に

見
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
限
り
で
は
本
稿
が
説
く
序
文
の
読
み

に
熟
さ
ぬ
響
き
が
感
じ
ら
れ
る
の
も
無
理
が
な
く
、
疑
間
が
残
る
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
賢
の
御
教
示
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

狂̈（１
）

こ
の
他
、
久
保
田
淳
氏
及
び
山
口
明
穂
氏
校
注
　
岩
波
文
庫
版

「明
恵
上
人
集
」

（
一
九
八

一
年
五
月
発
行
）
に
は
、
「明
恵
上
人
歌
集
」
の

「複
製
・翻
刻
。注
釈
書
」

が
八
種
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（２
）
　

「国
語
と
国
文
学
」
第
五

一
巻
　
第
九
号

（昭
和
四
九
年
九
月
）

（３
）

一
九
九

一
年
九
月
　
岩
波
書
店
発
行

（４
）

「日
本
古
典
文
学
大
辞
典
　
第
四
巻
」
２

九
八
四
年
七
月
　
岩
波
書
店
発
行
）
に

は
、
「従
来
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本

（江
戸
前
期
写
）
と
陽
明
文
庫
蔵
本

（室
町
後
期
写
）

と
し
か
知
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
聖
護
院
に
一
本

（江
戸
初
期
写
か
）
あ
る
こ

と
が
報
告
さ
れ
た
。」
（
一
九
六
頁
）
と
あ
る
。

（５
）

書
陵
部
蔵
本
及
び
陽
明
文
庫
蔵
本

η
濱
口
博
章
氏
編

『陽
明
文
庫
蔵
　
為
兼
卿
和

歌
抄
　
一京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
　
為
兼
卿
記
』
昭
和
五
四
年
七
月
　
和
泉
書
院
発

行
し

（６
）

昭
和
三
六
年
　
岩
波
書
店
発
行

（７
）

０

■芸
術
諭
集
』
は
序
文
の
問
題
の
箇
所
を
次
の
よ
う
に
現
代
語
訳
し
て
い
る
。

「す
き

（風
流
を
好
み
、
解
す
る
こ
と
）
な
人
は
歌
の
内
容
に
す
き
の
心
が
出
る
の

で
あ
っ
て
、
（下
略
ご

ま
た
、
こ
れ
ら
の
翻
刻
以
後
に
出
た
論
考
そ
の
他
で
序
文
を
引
用
す
る
も
の
も
、

問
題
の
箇
所
は

「す
く
は
心
の
す
く
な
り
」
と
清
音
に
読
ん
で
い
る
。
こ
れ
ま
で
に

筆
者
が
見
る
こ
と
の
出
来
た
そ
れ
ら
論
考
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
　
岩
佐
美
代
子

コ
泉
極
為
兼
」
〈昭
和
五
三
年
七
月
　
笠
間
書
院
発
行

「和
歌
文

学
の
世
界
　
第
六
集
」
所
収
）

②
・　
井
口
牧
二
「為
兼
歌
論
と
仏
教
思
想
員
昭
和
五
五
年

一
〇
月
「国
文
学
研
究
し

③
・　
藤
田
陽
子
「京
極
派
の
歌
論
―
―
止
観
と
相
応
―
―
只
昭
和
五
六
年
二
月
「日

本
文
芸
研
究
」
第
二
三
巻
　
第

一
号
）

④
・　
池
田
富
蔵

「『為
兼
卿
和
歌
抄
」
の
構
想
と
そ
の
主
題
」
（昭
和
五
九
年

一
月

「池
田
富
蔵
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
」
発
行
）

⑤
　
岩
佐
美
代
子

「明
恵
上
人
と
京
極
派
和
歌
」
（昭
和
五
九
年
三
月
　
駒
沢
大
学

「仏
教
文
学
　
八
し

⑥
　
奥
田
勲

「明
恵
上
人
の
和
歌
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（平
成
六
年

「平
成
五
年

度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
」
所
収
）

こ
の
内
①
及
び
⑤
は
本
稿
が
取
り
上
げ
る
序
文
の
箇
所
を
次
の
よ
う
に
現
代
語
に
訳

し
て
い
る
。
①

「歌
が
風
雅
に
詠
め
る
の
は
心
が
風
雅
だ
か
ら
だ
」、
⑤

「歌
が
風
流

だ
と
い
う
の
は
詠
む
人
の
心
が
風
流
だ
か
ら
だ
」。
ま
た
、
⑥
は

「為
兼
卿
和
歌
抄
」

を
引
用
す
る
に
際
し
て
そ
の
解
釈
を
明
ら
か
に
示
し
、
「好
く
は
心
の
好
く
な
り
」
と



漢
字
を
当
て
て
い
る
。

（８
）

本
文
は
「新
日
本
古
典
文
学
大
系
２９
　
袋
草
紙
」
２

九
九
五
年

一
〇
月
　
岩
波
書

店
発
行
）
に
よ
る
。

岩
波
文
庫

「明
恵
上
人
集
」
四
五
頁

田
中
久
夫
氏

「人
物
叢
書
　
明
恵
」
（昭
和
三
六
年
二
月
　
吉
川
弘
文
館
発
行
）
二

〇
三
頁
以
下

岩
波
文
庫

「明
恵
上
人
集
」

一
五
四
頁

「為
兼
卿
和
歌
抄
」
補
注
四

一

（同
書
二
七
六
頁
）

「日
本
歌
学
大
系
　
第
五
巻
」
（昭
和
三
二
年
七
月
　
風
間
書
房
発
行
）
所
収

「井

蛙
抄
」
（同
書

一
〇
六
頁
）

前
掲
書

一
〇
六
頁

「日
本
思
想
大
系
１５

■鎌
倉
旧
仏
教
ヒ

（
一
九
七

一
年
十

一
月
　
岩
波
書
店
発
行
）

所
収

「却
廃
忘
記
」
（同
書

一
一
四
頁
）

前
掲
書

一
二
〇
頁

岩
波
文
庫

「明
恵
上
人
集
」
二
一
三
頁

明
治
大
学
文
学
部
紀
要

「文
芸
研
究
　
第
七
七
号
」

一
九
九
七
年
所
収
論
文

「風

流
と
数
奇
―
―
歌
林
苑
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」

昭
和
五
十
四
年
十

一
月
　
明
治
書
院
発
行

歌
論
書
以
外
に

「す
ぐ
」
に
は
次
の
よ
う
な
用
例
が
見
ら
れ
る
。

①

「お
ほ
や
け
の
御
た
め
、
す
ぐ
な
ら
ぬ
う
れ
へ
を
ヽ
ひ
給
ひ
て
、
筑
紫
に
流
さ

れ
給
け
る
に
」
「
濱
松
中
納
言
物
語
」
巻
の
三
）

②

「馬
ハ
廊
ノ
妻
ノ
直
ナ
ル
所
二
引
キ
入
レ
テ
、
馬
飼
ノ
男
居
り
」
∩
今
音
物
語

集
」
巻
第
二
三
　
高
藤
内
大
臣
語
第
七
）

③

「直
グ
ニ
海
ヲ
渡
ラ
バ
、
今
日
ノ
内
二
被
責
ス
ベ
ヶ
レ
バ
」
∩
今
昔
物
語
集
」

巻
第
二
五
　
源
頼
信
朝
臣
責
平
忠
恒
語
第
九
）

④

「神

。
仏
の
御
め
ぐ
み
も
よ
き
人
に
は
あ
る
べ
し
。
い
か
に
も
人
の
心
は
す
ぐ

に
て
よ
か
る
べ
し
」
∩
極
楽
寺
殿
御
消
息
し

⑤

「神
明
は
人
を
か
ゞ
み
と
せ
ん
と
ち
か
ひ
給
ふ
。
そ
の
事
を
照
覧
な
き
に
て
は

な
け
れ
ど
も
、
人
の
心
を
す
ぐ
に
た
も
た
せ
ん
と
の
御
ち
か
ひ
あ
る
に
よ
り
て

な
り
」
∩
極
楽
寺
殿
御
消
息
し

⑥

「佛
に
な
り
候
事
は
、
此
の
須
喩
山
に
は
り
を
た
て
ヽ
、
彼
の
須
爾
山
よ
り
い

と
を
は
な
ち
て
、
そ
の
い
と
の
す
ぐ
に
わ
た
り
て
、
は
り
の
あ
な
に
入
よ
り
も

か
た
し
」
（日
蓮
上
人
遺
文
　
建
治
三
年
十

一
月
二
十
日
「兵
衛
志
殿
御
返
事
し

⑦

「鰹
木
モ
ス
グ
ニ
、
垂
木
モ
マ
ガ
ラ
ズ
。
是
ハ
人
ノ
心
ヲ
直
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
思

食
ス
故
也
」
「
沙
石
集
」
第

一

（
一
）
太
神
宮
御
事
）

右
の
用
例
中
、
直
接

「心
」
に
関
わ
る

「す
ぐ
」
は
④
、
⑤
及
び
⑦
で
あ
る
。
そ

れ
ら
は
、
い
づ
れ
も
信
心
に
関
係
す
る
と
み
え
、
神
仏
へ
の
信
心
を
前
提
と
し
て
、

人
の
心
の
純
で
あ
り
実
直
で
あ
る
こ
と
を
説
く
時
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

①
の

「す
ぐ
な
ら
ぬ
」
は
卑
劣
。邪
悪
等
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
「濱
松

中
納
言
物
語
」
（日
本
古
典
文
学
大
系
７７
）
に
は

「『す
ぐ
な
り
」
は
源
氏
物
語
に
用

例
を
み
な
い
。
そ
の
他
の
中
古
の
仮
名
文
学
に
も
稀
な
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
補
注

が
見
え
る
。

（２‐
）

「日
本
歌
学
大
系
　
第

一
巻
」
（昭
和
三
二
年
二
月
　
風
間
書
房
発
行
）
所
収

（２２
）

田
中
裕
先
生

「中
世
文
学
論
研
究
」
〈昭
和
四
四
年

一
一
月
　
塙
書
房
発
行
Ｙ
二
四

頁

（２３
）

岩
波
書
店

「古
語
辞
典
」
基
本
助
詞
解
説
の

「係
助
詞
　
は
」
の
項
に

「す
で
に

明
確
で
あ
る
物
や
事
を
承
け
る
と
い
う
性
質
を
持
つ
」
と
あ
る
。

（２
）

「日
本
歌
学
大
系
　
第
参
巻
」
（昭
和
三

一
年

一
二
月
　
風
間
書
房
発
行
）
所
収
の

本
文
に
よ
っ
た
。

（２５
）

「井
蛙
抄
」
（前
掲
書
　
一
一
八
頁
）
に

「直
体
」
を

「す
な
ほ
な
る
体
」
と
言
い

な
お
し
た
箇
所
が
あ
る
。

（２６
）

前
掲

「中
世
文
学
論
研
究
」

一
三
六
頁

（２７
）

岩
波
文
庫

「明
恵
上
人
集
」

一
二
二
頁

（”
）

前
掲
田
中
久
夫
氏

「人
物
叢
書
　
明
恵
」
二
〇
四
頁

（２９
）

新
古
今
和
歌
集
巻
第
四
　
秋
歌
上

本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
、
大
阪
大
学
名
誉
教
授
田
中
裕
先
生
、
徳
島

大
学
助
教
授
岸
江
信
介
氏
、
及
び
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会

『語
文
』
編

集
部
よ
り
貴
重
な
ご
批
判
ご
意
見
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
謝
意
を
表

し
ま
す
。
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