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詞林　第64号　2018年10月

は
じ
め
に

　

島
津
忠
夫
は
、
平
安
時
代
の
私
家
集
に
載
る
短
連
歌
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る（

（
（

。

　
　

そ
れ
ら
の
作
品
は
、
や
は
り
時
代
に
よ
っ
て
形
態
の
上
か
ら
も
詠

ま
れ
る
場
の
上
か
ら
も
異
な
っ
た
姿
を
見
せ
て
い
る
。
従
来
と
も

す
れ
ば
短
連
歌
の
性
格
と
し
て
一
括
し
て
論
じ
ら
れ
て
来
た
が
、

も
う
少
し
短
連
歌
自
体
の
展
開
に
沿
っ
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う

こ
の
指
摘
は
私
家
集
以
外
に
載
る
短
連
歌
に
つ
い
て
も
当
て
嵌
ま
り
、

本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
短
連
歌
を
載
せ
る
多
く
の
作
品
の
注
釈
書
を

参
照
し
た
が
、「
短
連
歌
自
体
の
展
開
に
沿
っ
て
」
そ
れ
ぞ
れ
の
「
短

連
歌
の
性
格
」
を
見
極
め
な
が
ら
注
さ
れ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
本
稿
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
後
半
部
に
入
っ

て
か
ら
五
年
目
、
兼
家
が
町
の
小
路
の
女
と
の
関
係
を
断
っ
て
か
ら
八

年
近
く
経
っ
た
頃
の
葵
祭
の
折
に
道
綱
母
と
時
姫
が
詠
ん
だ
短
連
歌
を

取
り
上
げ
て
考
察
す
る
。

　
　

こ
の
ご
ろ
は
四
月
。
祭
、
見
に
出
で
た
れ
ば
、
か
の
所
に
も
出
で

た
り
け
り
。
さ
な
め
り
と
見
て
、
向
か
ひ
に
立
ち
ぬ
。
待
つ
程
の

さ
う
〴
〵
し
け
れ
ば
、
橘
の
実
な
ど
あ
る
に
、
葵
を
掛
け
て
、

　
　
　
　

あ
ふ
ひ
と
か
聞
け
ど
も
よ
そ
に
た
ち
ば
な
の

　
　

と
い
ひ
や
る
。
や
ゝ
久
し
う
あ
り
て
、

　
　
　
　

き
み
が
つ
ら
さ
を
け
ふ
こ
そ
は
見
れ

　
　

と
ぞ
あ
る
。「
憎
か
る
べ
き
も
の
に
て
は
年
経
ぬ
る
を
、
な
ど
『
け

ふ
』
と
の
み
い
ひ
た
ら
む
」
と
い
ふ
人
も
あ
り
。
帰
り
て
、「
さ

あ
り
し
」
な
ど
語
れ
ば
、「『
食
ひ
つ
ぶ
し
つ
べ
き
心
ち
こ
そ
す
れ
』

と
や
い
は
ざ
り
し
」
と
て
、
い
と
を
か
し
と
思
ひ
け
り（

（
（

。

　

こ
の
場
面
が
如
何
な
る
意
味
合
い
を
持
つ
の
か
、
上
巻
前
半
部
に

あ
っ
た
二
度
の
贈
答
歌
の
場
面（

（
（

と
も
質
的
に
変
化
し
て
い
る
面
が
あ
る

筈
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
焦
点
の
短
連
歌
に
つ
い
て
深

『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
後
半
部
の
道
綱
母
と
時
姫
の
短
連
歌

―
―
平
安
時
代
短
連
歌
史
と
関
わ
ら
せ
て
の
考
察
―
―

堤�　

和
博

https://doi.org/10.18910/70608
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『蜻蛉日記』上巻後半部の道綱母と時姫の短連歌（堤）

く
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
短
連
歌
を
、「
当
該
短
連
歌
」

と
呼
ん
で
論
を
進
め
て
い
く
。

　

そ
れ
に
し
て
も
当
該
短
連
歌
の
表
面
的
な
意
味
は
、
一
見
難
し
く
は

な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
当
該
短
連
歌
を
平
安
時
代
の
「
短

連
歌
自
体
の
展
開
に
沿
っ
て
」、
個
別
的
な
「
短
連
歌
の
性
格
」
も
見

極
め
な
が
ら
考
察
し
て
み
る
と
、
短
連
歌
を
仕
掛
け
た
道
綱
母
の
そ
も

そ
も
の
意
図
や
そ
れ
に
対
す
る
時
姫
の
反
応
に
つ
い
て
深
く
掘
り
下
げ

る
こ
と
が
で
き
、
引
い
て
は
訳
も
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
の
で
あ
る
。

一
、
平
安�

時
代
の
短
連
歌
史
（
1
（�

―
「
合
作
」
か
ら
「
対
話
乃
至
問
答
」
へ
―

　

と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
は
平
安
時
代
の
短
連
歌
の
史
的
展
開
を
確
認

し
て
お
く
。
研
究
史
の
蓄
積
を
踏
ま
え
て
平
安
時
代
の
短
連
歌（

（
（

を
見
通

し
た
結
果
、
少
な
く
と
も
当
該
短
連
歌
の
考
察
の
た
め
に
は
、
短
連
歌

が
平
安
時
代
に
次
の
よ
う
な
展
開
を
辿
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
の
が
重
要

だ
と
考
え
る
。

　

①　

短
歌
一
首
を
二
人
で
「
合
作
」
す
る
も
の
か
ら
、
前
句
と
付
句

で
「
対
話
乃
至
問
答（

（
（

」
す
る
も
の
へ
と
性
質
が
変
貌
し
て
い
っ
た
。

　

②　
「
対
話
乃
至
問
答
」
も
、
前
句
で
は
機
智
や
謎
掛
け
を
仕
掛
け

て
付
句
で
そ
れ
に
応
答
す
る
形
の
も
の
が
、
後
に
な
る
と
多
く
な

る
。

　

③　

前
句
で
は
「
言
い
余
し
」
の
形
が
多
か
っ
た
も
の
が
、
付
句
共

共
「
言
い
切
り
」
の
形
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

④　

上
句
起
こ
し
（
前
句
が
五
七
五
（
か
ら
、
下
句
起
こ
し
（
前
句

が
七
七
（
も
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

当
該
短
連
歌
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
③
に
つ
い
て
は
、
道
綱

母
の
前
句
は
「
…
…
た
ち
ば
な
の0

」
で
終
わ
っ
て
お
り
、「
言
い
余
し
」

で
あ
る
。
④
に
つ
い
て
も
、
上
句
起
こ
し
で
あ
る
の
は
一
目
瞭
然
で
あ

る
。
共
に
こ
の
時
期
と
し
て
は
普
通
の
古
い
形
を
保
っ
て
い
て
一
見
問

題
な
さ
そ
う
で
も
あ
る
。
一
方
で
残
っ
た
①
と
②
に
つ
い
て
は
、
見
極

め
が
必
要
で
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
問
題
は
③

と
④
に
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
①
に
関
し
て
「
合
作
」
か
「
対
話
乃
至
問
答
」
か
の
見
極
め

を
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
平
安
時
代
の
短
連
歌
を
見
渡
し
て
、
い

つ
の
頃
迄
が
「
合
作
」
で
い
つ
の
頃
か
ら
「
対
話
乃
至
問
答
」
が
多
く

な
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
が
、
も
と
よ
り
そ
の

よ
う
な
線
引
き
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、「
合
作
」
か
ら
「
対
話
乃

至
問
答
」
へ
と
移
っ
て
い
く
過
渡
期
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
平
安
時

代
の
短
連
歌
史
研
究
の
大
勢
に
依
れ
ば
、
道
綱
母
の
頃
が
ま
さ
に
過
渡

期
に
当
た
る
と
目
さ
れ
る
の
で
あ
る（

（
（

。

　

こ
こ
で
、「
合
作
」
と
「
対
話
乃
至
問
答
」
の
例
を
幾
つ
か
見
て
お
く
。

な
お
、
短
連
歌
史
研
究
に
お
い
て
特
に
①
（
②
も
含
め
て
（
に
重
点
を

置
く
木
藤
才
蔵
と
宮
田
正
信
の
論
考
に
大
い
に
依
っ
て
い
る（

（
（

。

　
「
合
作
」
の
例
を
Ａ
と
す
る
が
、
そ
の
古
い
例
と
し
て
は
、『
躬
恒

集（
（
（

』
に
「
聯
歌
」
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
数
首



― 18 ―
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を
挙
げ
て
お
く
。

●
参
考
例　

Ａ
ノ
1　
『
躬
恒
集
』

　
　
　
　
　
　

聯
歌�

近
江
介

　
　

343　

も
み
ぢ
ば
は
こ
ぞ
も
や
ま
べ
に
み
て
し
か
ど

�

源
少
将

　
　
　
　

こ
と
し
も
あ
か
ぬ
も
の
に
ざ
り
け
る

�

修
理
亮

　
　

346　

こ
ぞ
の
け
ふ
あ
か
ず
な
り
に
し
わ
れ
な
れ
ば

�

是
則

　
　
　
　

み
ね
の
も
み
ぢ
の
め
づ
ら
し
き
か
な

�

左
衛
門
尉

　
　

347　

い
ろ
ふ
か
き
も
み
ぢ
た
づ
ぬ
と
う
ち
む
れ
て

�
式
部
丞

　
　
　
　

し
ら
ぬ
や
ま
ぢ
に
ゆ
き
ま
ど
ふ
か
な

　

ど
れ
も
前
句
が
「
言
い
余
し
」
で
「
合
作
」
で
あ
る
の
は
説
明
を
要

し
な
い
と
思
う
。
さ
ら
に
注
意
さ
れ
る
点
と
し
て
、「
合
作
は
本
來
二

人
の
作
者
の
心
が
一
つ
の
詩
想
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
成
立

つ（
（
（

」
こ
と
が
あ
る
。
346
番
で
言
え
ば
、
前
句
に
「
わ
れ
」
が
出
て
く
る

が
、
こ
の
一
人
称
は
修
理
亮
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
修
理
亮
と
是

則
が
結
局
言
わ
ば
一
心
同
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
347
番
な
ど
は
、

二
人
の
「
詩
想
」
だ
け
で
な
く
、
紅
葉
狩
に
「
う
ち
む
れ
て
」
来
た
全

員
の
「
詩
想
」
を
詠
ん
で
い
る
と
見
做
せ
る
。

　

Ａ
ノ
1
は
、「
連
歌
の
場
ら
し
い
も
の
を
、
日
常
生
活
か
ら
一
応
切

り
離
し
て
想
定
で
き
る（

10
（

」
と
こ
ろ
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

日
常
に
お
け
る
「
合
作
」
の
例
を
Ａ
ノ
2
と
し
て
一
つ
挙
げ
て
お
く
。

こ
れ
も
、
前
句
は
「
言
い
余
し
」
で
、
前
句
と
付
句
で
一
心
同
体
と
な
っ

て
い
る
と
見
做
せ
る
で
あ
ろ
う
。

●
参
考
例　

Ａ
ノ
2　
『
忠
見
集
』（
承
空
本
（
42
番（

11
（

　
　
　
　

朱
雀
院
カ
ク
レ
サ
セ
給
ヒ
テ
、
ア
ル
人

　
　

キ
ミ
マ
サ
テ
ア
リ
シ
ニ
モ
ア
ラ
ヌ
ユ
フ
ク
レ
ニ

　
　
　
　

コ
レ
カ
ス
ヱ
ツ
ケ
ヨ
ト
ア
ル

　
　

イ
カ
ニ
コ
ヱ
〳
〵
ム
シ
ノ
ナ
ク
ラ
ン

　

一
方
の
「
対
話
乃
至
問
答
」
の
例
を
Ｂ
と
し
て
、
村
上
天
皇
と
滋

野
内
侍
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。

●
参
考
例　

Ｂ　
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
八
・
雑
賀
・
1183
番

　
　
　
　

よ
ひ
に
ひ
さ
し
う
お
ほ
と
の
ご
も
ら
で
、
お
ほ
せ
ら
れ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
暦
御
製

　
　

さ
夜
ふ
け
て
今
は
ね
ぶ
た
く
な
り
に
け
り

　
　
　
　

御
前
に
さ
ぶ
ら
ひ
て
そ
う
し
け
る　
　
　

し
げ
の
の
な
い
し

　
　

夢
に
あ
ふ
べ
き
人
や
ま
つ
ら
ん
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「
対
話
乃
至
問
答
」
と
な
る
と
（
Ｂ
は
「
対
話
」
で
あ
ろ
う
（、
道
綱

母
と
同
時
期
で
あ
っ
て
も
、
前
句
は
「
言
い
切
り
」
に
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
俊
頼
が
規
範
と
考
え
た
短
連
歌
と
は
「
言
い
切
り
」
で

「
対
話
乃
至
問
答
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
①
と
③
を
併
せ
て

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
行
く
と
み
れ
ば
、「
言
い
余
し
」
で
「
合

作
」
か
ら
「
言
い
切
り
」
で
「
対
話
乃
至
問
答
」
へ
と
向
か
う
流
れ
が

大
雑
把
に
は
捉
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
②
と
④
に
つ
い
て
言
え
ば
、

こ
の
流
れ
の
中
で
機
智
・
謎
掛
け
や
下
句
起
こ
し
も
増
え
て
く
る
の
で

あ
る
。

　

さ
て
、「
合
作
」
か
「
対
話
乃
至
問
答
」
か
の
問
題
に
戻
る
と
、
①

～
④
の
う
ち
で
も
特
に
①
（
附
随
し
て
②
（
に
重
点
を
置
い
て
短
連
歌

史
を
考
察
す
る
宮
田
の
論（

12
（

に
依
る
と
、
問
題
は
「
合
作
」
か
「
対
話
乃

至
問
答
」
か
と
い
う
択
一
論
に
は
収
ま
ら
な
い
。「
合
作
」
か
ら
「
対

話
乃
至
問
答
」
へ
の
過
渡
期
に
関
す
る
宮
田
の
分
析
に
よ
る
と
、
端
的

に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、「
合
作
」
と
「
対
話
乃
至
問
答
」
の
中
間
的
な

性
質
の
短
連
歌
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
句
を
詠
ん
だ
人
と

付
句
を
付
け
た
人
と
の
間
で
、
意
識
の
相
違
が
あ
る
場
合
も
あ
る
よ
う

な
の
で
あ
る
。
宮
田
が
挙
げ
る
過
渡
期
に
あ
っ
て
中
間
的
な
性
質
の
例

を
Ｃ
と
し
、
こ
れ
に
沿
っ
て
見
て
い
こ
う
。

●
参
考
例　

Ｃ
ノ
1　
『
実
方
集
』
186
番

あ
る
と
こ
ろ
に
ま
ゐ
り
て
、
み
す
の
う
ち
に
わ
か
き
人
人
も

の
い
ふ
を
き
き
て

　
　

す
の
う
ち
に
つ
つ
め
く
ひ
な
の
こ
ゑ
す
な
り

　
　
　
　

と
い
へ
ど
、
い
ら
ふ
る
人
も
な
け
れ
ば

　
　

か
へ
す
ほ
ど
こ
そ
ひ
さ
し
か
り
け
れ

●
参
考
例　

Ｃ
ノ
2　
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
六
・
秋
中
・
293
番

あ
き
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
あ
る
所
に
女
ど
も
の
あ
ま
た
す
の
内
に

侍
り
け
る
に
、
を
と
こ
の
歌
の
も
と
を
い
ひ
い
れ
て
侍
り
け

れ
ば
、
す
ゑ
は
う
ち
よ
り�

よ
み
人
し
ら
ず

　
　

白
露
の
お
く
に
あ
ま
た
の
声
す
れ
ば
花
の
色
色
有
り
と
し
ら
な
ん

　

詳
し
い
説
明
は
宮
田
論
に
依
ら
れ
た
い
が
、
宮
田
の
分
析
は
錯
綜
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
う
の
で
、
簡
略
化
し
て
私
な
り
に
重
点
を

絞
っ
て
捉
え
直
し
て
お
く
。
Ｃ
ノ
1
は
、〈
簾
の
中
で
さ
さ
や
き
声
が

聞
こ
え
る
〉
と
い
う
こ
と
を
、
巣
の
中
に
い
る
雛
の
鳴
き
声
に
置
き
換

え
て
実
方
が
言
い
掛
け
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
さ
さ
や
き
声
の
主
で
あ

る
「
わ
か
き
人
人
」
か
ら
付
句
が
あ
っ
て
「
対
話
」
を
な
す
こ
と
を
期

待
し
て
の
所
為
で
あ
ろ
う
。
Ｂ
同
様
「
言
い
切
り
」
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
も
そ
れ
は
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
が
結
局
付
句
も
実
方
が
付
け
て
、

〈
巣
の
中
で
雛
の
小
さ
な
声
が
す
る
も
の
だ
。
こ
の
雛
を
孵
す
の
に
は

時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
よ
〉
と
い
う
一
首
の
短
歌
が
出
来
上

が
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
田
は
「
合
作
短
歌
と
問
答
體
の
連
歌
と
の
二
重

の
性
格
を
も
つ
も
の
と
な
つ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
Ｃ
ノ
2
は
、
詞

書
に
依
れ
ば
、「
を
と
こ
」
が
短
歌
の
「
も
と
」（
本
（
を
詠
ん
で
「
女
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ど
も
」
の
中
か
ら
「
す
ゑ
」（
末
（
が
出
さ
れ
て
一
首
の
短
歌
を
「
合
作
」

す
る
の
が
、「
を
と
こ
」
の
当
初
の
意
図
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前

句
が
「
…
…
ば
」
で
切
れ
る
「
言
い
余
し
」
で
あ
る
の
も
そ
れ
を
思
わ

せ
る
。
と
こ
ろ
が
、〈
簾
の
奥
の
方
で
多
く
の
女
の
声
が
し
ま
す
の
で

…
…
〉
と
の
言
い
掛
け
に
対
し
て
、「
女
ど
も
」
か
ら
は
〈
白
露
の
置

い
て
い
る
花
は
色
々
だ
と
知
っ
て
下
さ
い
よ
〉
と
い
う
応
答
が
あ
り
、

「
対
話
」
が
成
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
田
は
「
合
作
の
中
か
ら
問
答

體
の
生
れ
て
來
る
契
機
を
見
せ
て
く
れ
る
過
渡
的
な
事
例
」
と
説
明
し

て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
後
撰
和
歌
集
』
は
こ
れ
を
一
首
の
短
歌
と
し

て
記
載
す
る
が
、『
俊
頼
髄
脳
』22
番
で
は
前
句
を「
…
…
こ
ゑ
す
な
り
」

と
「
言
い
切
り
」
の
形
に
し
て
引
い
て
男
と
女
の
「
対
話
」
に
し
て
い

る
。

　

要
す
る
に
、
Ｃ
ノ
1
は
「
対
話
」
の
つ
も
り
が
「
合
作
」（
結
局
は

実
方
一
人
で
詠
ん
で
い
る
が
（、
Ｃ
ノ
2
は
「
合
作
」
の
つ
も
り
が
「
対

話
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
続
い
て
宮
田
は
も
う
一
例
挙
げ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
私
の
み

る
と
こ
ろ
で
は
、
Ｃ
ノ
1
に
類
似
す
る
例
で
あ
る
。

●
参
考
例　

Ｃ
ノ
3　
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
九
段（

13
（

　
　

か
ち
人
の
渡
れ
ど
濡
れ
ぬ
え
に
し
あ
れ
ば
（
斎
宮
（

　
　

又
あ
ふ
坂
の
関
は
こ
え
な
む
（
狩
使
（

　

ま
ず
前
句
で
〈
徒
歩
で
（
川
を
（
渡
っ
た
け
れ
ど
も
濡
れ
な
か
っ
た

ほ
ど
の
（
浅
い
（
縁
で
あ
っ
た
の
で
…
…
〉
と
斎
宮
が
心
情
を
吐
露
し

て
い
る
。「
言
い
余
し
」
で
あ
る
が
「
対
話
」
を
求
め
た
と
覚
し
い
。

対
し
て
付
句
で
は
〈（
伊
勢
か
ら
動
け
な
い
あ
な
た
と
違
い
（
私
は
次

に
ま
た
逢
坂
の
関
は
き
っ
と
越
え
よ
う
と
思
い
ま
す
〉
と
狩
使
が
答
え

た
と
見
做
せ
る
。
こ
う
捉
え
る
と
「
対
話
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
一
方
で
結
局
は
、〈（
こ
の
度
は
（
徒
歩
で
（
川
を
（
渡
っ
た
け
れ

ど
も
濡
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
（
浅
い
（
縁
で
あ
っ
た
の
で
、（
次
に
（

ま
た
逢
坂
の
関
は
き
っ
と
越
え
よ
う
と
思
い
ま
す
〉
と
、
狩
使
が
自
分

の
気
持
ち
を
詠
ん
だ
短
歌
を
完
成
さ
せ
た
と
も
受
け
取
れ
る
の
で
あ
る（

14
（

。

宮
田
は
こ
れ
を
「
對
話
性
を
内
に
も
つ
た
合
作
の
例
」
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ｃ
ノ
3
を
「
合
作
」
と
み
た
場
合
、
先
の
「
合
作
」
の

参
考
例
Ａ
と
は
違
っ
て
、
狩
使
の
立
場
か
ら
詠
ん
だ
歌
と
し
て
仕
立

て
ら
れ
て
い
る
点
は
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
こ
ま
で
宮
田
論
を
参
照
し
な
が
ら
「
合
作
」
か
ら
「
対
話
乃
至
問

答
」
へ
の
過
渡
期
の
短
連
歌
を
見
て
き
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
当
該
短

連
歌
を
解
釈
す
る
に
当
た
っ
て
は
、「
合
作
」
か
ら
「
対
話
乃
至
問
答
」

へ
の
過
渡
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
加
え
て
、
そ
れ
は
一
首
の
短
歌
の
「
合
作
」
に
な
っ
て
い
る
の
か
「
対

話
乃
至
問
答
」
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
択
一
の
問
題
で
は
な
く
、

中
間
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
と
の
観
点
も
含
め
て
の

見
極
め
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
当

該
短
連
歌
の
場
合
、
ま
ず
は
Ａ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
詠
者
二
人
の
共

有
の
思
い
を
詠
む
「
合
作
」
で
は
な
い
の
に
気
づ
く
の
で
あ
る
が
、
さ
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ら
に
宮
田
論
を
参
照
し
な
が
ら
自
分
な
り
に
も
考
え
て
み
て
重
要
だ
と

思
う
の
は
、
道
綱
母
と
時
姫
が
同
じ
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
も
限
ら
な

い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
道
綱
母
は
「
言
い
余

し
」
で
は
あ
る
が
「
対
話
乃
至
問
答
」
を
仕
掛
け
た
つ
も
り
で
も
、
時

姫
は
「
合
作
」（
と
い
う
よ
り
も
、
今
も
述
べ
た
こ
と
よ
り
、
Ｃ
ノ
3

の
よ
う
な
、付
句
を
付
け
た
人
の
立
場
に
立
っ
た
一
首
の
短
歌
の
完
成
（

の
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
平
安
時
代
の
短
連
歌
史
（
2
（
―
機
智
や
謎
掛
け
―

　

こ
の
あ
た
り
に
突
っ
込
ん
だ
考
察
は
後
回
し
に
し
て
、
続
い
て
、
特

に
道
綱
母
の
前
句
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
必
要
な
観
点
と
し
て
、
②

に
関
連
す
る
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
こ
こ
で
参
照
し
た
い
の
は
能
勢
朝

次
論（

11
（

で
、
連
歌
の
起
源
に
は
「
機
智
問
答
的
な
興
味
」
が
あ
る
こ
と
を

強
調
し
つ
つ
平
安
時
代
の
作
品
に
も
目
を
配
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
「
知

的
興
味
を
も
っ
て
、
自
己
の
言
い
か
け
に
対
し
て
相
手
が
ど
う
出
る
か
、

ど
う
答
え
て
来
る
か
、
と
い
う
点
に
、
感
興
を
も
っ
て
言
い
か
け
る
形
」

と
し
て
引
用
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
も
の
を
Ｄ
と
し
、
こ
こ
で
は
取

り
敢
え
ず
『
蜻
蛉
日
記
』
の
頃
前
後
の
作
品
を
見
て
お
く
。

●
参
考
例　

Ｄ
ノ
1　
『
俊
頼
髄
脳
』
367
番

�

躬
恒

　
　

お
く
山
に
船
こ
ぐ
音
の
き
こ
ゆ
る
は

�

貫
之

　
　

な
れ
る
こ
の
み
や
う
み
わ
た
る
ら
む

●
参
考
例　

Ｄ
ノ
2　
『
檜
垣
嫗
集
』
21
番

　
　
　
　

�

す
き
も
の
ど
も
あ
つ
ま
り
て
、
よ
み
が
た
か
ら
む
す
ゑ
つ
け

さ
せ
む
と
て
、
か
く
い
ふ

　
　

わ
た
つ
み
の
な
か
に
ぞ
た
て
る
さ
を
し
か
は

　
　
　
　

と
て
、
こ
れ
が
す
ゑ
つ
け
よ
と
い
へ
ば

　
　

秋
の
や
ま
べ
ぞ
そ
こ
に
見
ゆ
ら
む

　

能
勢
は
Ｄ
ノ
1
の
貫
之
の
句
に
つ
い
て
は
「
熟
み

0

0

と
海0

と
の
掛
詞

を
も
っ
て
、難
問
に
答
え
た
」（
傍
点
は
原
文
、傍
線
は
引
用
者
（と
言
っ

て
い
る
。〈
奥
山
×
船
漕
ぐ
音
〉
と
い
う
不
合
理
が
謎
と
し
て
前
句
で

示
さ
れ
、
付
句
で
〈
木
の
実
が
熟
み
渡
る
〉
と
言
っ
て
、
前
句
の
事
態

が
起
こ
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
の
Ｄ
ノ
2
の
例
も
、

単
に
「
機
智
問
答
的
」
と
言
う
に
止
ま
ら
ず
、
前
句
が
謎
掛
け
で
付
句

が
謎
解
き
に
な
っ
て
い
る
と
も
見
做
せ
る
。要
す
る
に
は（

16
（

、前
句
で〈
わ

た
つ
み
の
中
×
鹿
〉
と
い
う
あ
り
得
な
い
こ
と
が
現
実
と
し
て
突
き
出

さ
れ
た
の
に
対
し
、
付
句
で
は
鹿
も
含
め
て
海
に
映
っ
た
映
像
を
現
実

と
取
り
な
し
て
、
前
句
で
は
謎
で
あ
っ
た
事
態
が
起
こ
っ
た
説
明
も
し

て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
能
勢
は
③
と
④
に
つ
い
て
も
強
調
し
て
い
る（

17
（

。
③
に
つ

い
て
は
、「
言
い
余
し
」
か
ら
「
言
い
切
り
」
に
な
っ
て
い
っ
て
「
機

智
問
答
的
」
な
句
が
増
え
る
と
す
る
。
さ
ら
に
④
と
も
関
連
し
て
、
下
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句
「
言
い
切
り
」・
上
句
「
言
い
余
し
」
の
下
句
起
こ
し
か
ら
、
両
句

と
も
「
言
い
切
り
」
の
下
句
起
こ
し
に
な
っ
て
い
く
流
れ
も
指
摘
し
て

い
る
。
こ
の
流
れ
の
中
で
、「
機
智
問
答
的
」
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、

明
確
に
謎
掛
け
謎
解
き
型
と
み
え
る
も
の
も
現
れ
て
く
る
よ
う
だ（

18
（

。
や

は
り
、
能
勢
論
に
引
か
れ
て
い
る
も
の
か
ら
、
下
句
「
言
い
切
り
」・

上
句
「
言
い
余
し
」
の
下
句
起
こ
し
の
例
を
挙
げ
て
お
く
。

●
参
考
例　

Ｄ
ノ
3　
『
実
方
集
』
66
番

　
　
　
　

小
一
条
ど
の
の
人
人
、
な
ぞ
な
ぞ
が
た
り
に

　
　

か
た
ず
ま
け
ず
の
は
な
の
う
へ
の
つ
ゆ

　
　
　
　

と
い
ひ
け
る
に

　
　

す
ま
ひ
ぐ
さ
あ
は
す
る
人
の
な
け
れ
ば
や

●
参
考
例　

Ｄ
ノ
4　
『
康
資
王
母
集
』
83
番

　
　
　
　

ひ
た
き
屋
に
雪
の
つ
も
り
た
る
を
、
宮
の
下
野

　
　

い
か
で
か
つ
も
る
火
た
き
や
の
雪

　
　
　
　

と
い
へ
ば

　
　

け
む
り
た
つ
ふ
じ
の
し
ら
ね
も
か
か
る
に
や

　

ち
な
み
に
、
付
句
の
答
え
の
型
と
し
て
は
、
Ｄ
ノ
3
は
Ｄ
ノ
1
に

近
い
。
一
方
の
Ｄ
ノ
4
は
、
前
句
で
示
さ
れ
た
も
の
の
類
例
を
付
句

で
提
示
す
る
型
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
前
句
の
謎
を
解
い
て
い
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
院
政
期
頃
以
降
に
は
幾
つ
か
見
ら
れ
る
答
え

の
型
で
あ
る
。

三
、
道
綱
母
の
前
句

　

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
道
綱
母
の
前
句
か
ら
分
析
し
て
い

く
。
ま
ず
は
今
取
り
上
げ
た
能
勢
論
を
土
台
に
②
に
関
し
て
考
え
た
い
。

能
勢
は
Ｄ
の
中
に
当
該
短
連
歌
も
含
め
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。

　
　
「
逢
ふ

0

0

日
」（
葵
（
か
と
聞
い
て
い
る
が
、
逢
お
う
と
も
し
な
い
で
、

よ
そ
に
「
立
ち

0

0

て
い
る
」（
橘
（
の
は
、
と
い
う
言
い
か
け
に
対

し
て
、
君
の
つ
れ
な
い
心
は
今
日
こ
そ
は
っ
き
り
と
見
と
ど
け
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。（
傍
点
は
原
文
（

こ
の
説
明
に
よ
る
と
、「
機
智
問
答
的
」
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
謎

掛
け
謎
解
き
と
ま
で
は
み
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く

と
も
前
句
に
限
れ
ば
、
早
く
に
川
口
久
雄（

19
（

が
「
一
種
の
謎
（
なぞ

（、
難
題

を
提
出
し
て
そ
の
解
決
を
求
め
る
言
語
遊
戯
で
あ
る
。」
と
指
摘
す
る

よ
う
に
、
謎
掛
け
だ
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
逢
ふ
日
×
余

所
に
立
ち
〉
の
不
合
理
を
謎
と
し
て
提
示
し
、
そ
の
謎
解
き
を
求
め
た

の
で
あ
る（

20
（

。
こ
の
見
方
は
以
後
の
諸
注
釈
書
で
踏
襲
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
だ（

21
（

が
看
過
で
き
な
い
。
同
時
に
、
謎
掛
け
の
句
だ
と
す
る
と
、
道
綱

母
の
句
は
Ｄ
ノ
1
の
躬
恒
の
句
に
次
ぐ
ぐ
ら
い
の
早
い
も
の
で
あ
り
、

躬
恒
の
句
共
々
「
言
い
余
し
」
で
あ
る
点
に
も
注
意
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

で
は
こ
の
際
道
綱
母
が
求
め
た
の
は
、
参
考
例
に
依
れ
ば
Ｄ
ノ
1
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の
よ
う
な
型
の
答
え
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
も
う
少
し
時
代
が
下

れ
ば
Ｄ
ノ
4
の
よ
う
な
型
も
あ
る
の
で
、
早
く
も
そ
ん
な
型
を
求
め

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
あ
る
い
は
、
答
え
の
型
ま
で
は
求
め
な
か
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
結
論
を
言
う
と
道
綱
母
の
句
の
場
合
、
ど
う
も

Ｄ
ノ
1
型
を
求
め
て
出
さ
れ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
ま
ず
、「
葵
」
と
「
逢
ふ
日
」
の
掛
詞
が
和
歌
の
世
界
で
常

套
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
常
識
に
反
す
る
不
合
理
へ
の

強
い
疑
問
を
呈
し
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関

し
て
参
考
に
し
た
い
の
が
、
世
代
は
下
る
が
和
泉
式
部
が
付
句
を
詠
ん

だ
短
連
歌
で
あ
る
。

●
参
考
例　

Ｅ　
『
金
葉
和
歌
集
』
巻
十
・
雑
下
・
連
歌
・
658
番

　
　
　
　

�

和
泉
式
部
が
か
も
に
ま
ゐ
り
け
る
に
、
わ
ら
う
づ
に
あ
し
を

く
は
れ
て
か
み
を
ま
き
た
り
け
る
を
み
て�

神
主
忠
頼

　
　

ち
は
や
ぶ
る
か
み
を
ば
あ
し
に
ま
く
物
か

�
和
泉
式
部

　
　

こ
れ
を
ぞ
し
も
の
や
し
ろ
と
は
い
ふ

　

下
賀
茂
神
社
に
参
詣
し
た
和
泉
式
部
の
姿
態
を
見
て
、
神
主
忠
頼
が

〈
神
×
足
〉
の
説
明
を
求
め
た
、
と
言
う
よ
り
、
詰
問
調
で
咎
め
て
い

る
と
受
け
取
れ
る
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
肝
腎
だ
。
対
す
る
和
泉
式
部
は

〈
神
が
足
な
の
は
下
の
社
だ
か
ら
で
す
。（
咎
め
ら
れ
る
筋
合
い
は
あ
り

ま
せ
ん
。（〉
と
説
明
し
な
が
ら
言
い
訳
し
て
い
る
わ
け
だ
。
神
へ
の
畏

敬
の
念
と
和
歌
の
世
界
に
お
け
る
常
套
的
掛
詞
と
、
問
題
の
質
は
全
然

違
う
が
、
共
に
軽
視
す
べ
き
で
な
い
事
柄
を
軽
ん
じ
る
不
合
理
へ
の
抗

議
の
思
い
が
あ
る
と
捉
え
れ
ば
、
道
綱
母
の
句
は
神
主
忠
頼
の
句
の
類

例
と
目
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
道
綱
母
の
句
が
「
…
…
聞
け
ど
…
…
」
と
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
に
も
注
意
さ
れ
る
。〈
…
…
と
聞
い
て
お
り
ま
す
け
ど
、
ど
う

い
う
わ
け
で
…
…
〉
と
い
う
意
味
合
い
が
読
み
取
れ
る
で
は
な
い
か
。

神
主
忠
頼
の
句
と
比
較
す
れ
ば
、「
…
…
か
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

を
和
ら
げ
つ
つ
皮
肉
を
込
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
道
綱
母
は
謎
を
皮
肉
な
口
調
で
示
し
て
、
そ
の
謎

解
き
と
同
時
に
言
い
訳
を
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
①
に
関
連

し
て
、「
合
作
」
か
「
対
話
乃
至
問
答
」
か
い
ず
れ
を
求
め
た
か
と
言

う
と
、「
対
話
乃
至
問
答
」、
そ
の
う
ち
で
も
謎
掛
け
で
あ
る
か
ら
「
問

答
」
を
求
め
た
と
み
る
の
が
自
然
だ
。
Ｄ
の
中
で
は
、
Ｄ
ノ
2
は
「
合

作
」
で
あ
っ
た
が（

22
（

、
Ｄ
ノ
1
は
前
句
が
「
言
い
余
し
」
の
「
問
答
」

で
あ
っ
た（

23
（

。
ま
た
、
Ｅ
は
前
句
が
「
言
い
切
り
」
の
「
問
答
」
で
あ

る
が
、
右
に
指
摘
し
た
類
似
性
か
ら
し
て
参
考
に
し
て
よ
い
と
思
う
。

道
綱
母
も
「
問
答
」
で
答
え
を
求
め
た
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
先

に
、
道
綱
母
の
句
は
前
句
「
言
い
余
し
」
で
あ
り
な
が
ら
謎
掛
け
短
連

歌
を
仕
掛
け
た
と
い
う
点
に
お
い
て
Ｄ
ノ
1
の
躬
恒
の
句
に
次
ぐ
ぐ

ら
い
の
先
駆
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
が
、「
問
答
」
を
求
め

た
点
も
併
せ
て
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
道
綱
母
の
句
を
説
明
的
に
諄
い
と
こ
ろ
ま
で
訳
す
と
、
次
の
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よ
う
に
な
ろ
う
。

「
葵
」
と
言
え
ば
「
逢
ふ
日
」
に
決
ま
っ
て
い
る
と
聞
い
て
お
り

ま
す
の
に
、（
私
に
逢
う
気
も
な
さ
そ
う
に
（
あ
な
た
が
余
所
に

車
を
立
て
て
い
る
と
い
う
の
は
（
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
、
説
明
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
（

な
お
、「
橘
」
は
訳
出
し
に
く
い
の
で
訳
に
含
め
な
か
っ
た
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
道
綱
母
の
句
の
場
合
、「
余
所
に
立
ち

0

0

0

0

0

ば
な
の
」
と
「
橘
」

の
う
ち
の
「
は
な
」
が
余
分
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
気
に
掛
か

る
。
後
の
短
連
歌
の
例
に
は
同
様
の
も
の
は
な
い
。
こ
の
掛
詞
に
関
し

て
は
出
来
栄
え
が
劣
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

四
、
時
姫
の
付
句

　

対
す
る
時
姫
の
付
句（

24
（

の
分
析
に
移
る
。
時
姫
の
句
も
、
短
連
歌
史
の

中
に
置
く
と
深
い
分
析
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に

と
に
か
く
時
姫
の
付
句
を
観
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

　

再
び
当
該
短
連
歌
に
対
す
る
前
節
で
引
い
た
能
勢
の
説
明
を
見
て
も

ら
い
た
い
。
諸
注
釈
書
を
見
て
も
、
時
姫
の
付
句
に
限
ら
ず
前
句
も
含

め
て
、
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
様
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は

前
句
と
付
句
が
繋
が
っ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
、

付
句
を
、「
蜻
蛉
日
記
注
解
二
十
四（

21
（

」
は
「
と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

私
の
方
こ
そ
、
あ
な
た
の
そ
の
お
咎
め
で
、
あ
な
た
の
薄
情
な
お
心
が
、

今
日
は
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。」（
技
巧
の
説
明
略
（
と
訳
し
、『
蜻
蛉

日
記
全
注
釈
上
巻（

26
（

』
は
「
そ
し
ら
ぬ
お
顔
は
あ
な
た
の
ほ
う
、
す
げ
な

い
お
方
と
き
ょ
う
は
じ
め
て
知
り
ま
し
た
。」
と
訳
す
。
前
句
と
繋
げ

る
た
め
に
傍
線
部
（
共
に
傍
線
は
引
用
者
（
を
加
え
た
と
思
う
の
だ
が
、

傍
線
部
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
特
に
前
者
は
分
か
ら
な
い（

27
（

の
で
あ
る

が
、
後
者
に
関
し
て
は
、『
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
上
巻
』
の
語
釈
に
書
か

れ
て
い
る
批
評
を
見
よ
う
。

　
　

こ
の
句
を
上
の
句
に
付
け
る
と
、「
よ
そ
に
た
ち
ば
な
の
」
は
作

者
の
こ
と
と
逆
転

0

0

す
る
。
修
辞
上
は
そ
つ
な
く
返
事
を
し
て
い
る

が
、
作
者
の
ほ
う
か
ら
あ
い
さ
つ
し
、
そ
れ
ま
で
黙
っ
て
い
た
の

は
時
姫
の
ほ
う
だ
か
ら
、
こ
の
下
の
句
は
、
意
味
内
容
上
、
上
乗

の
も
の
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
（
傍
点
は
引
用
者
（

「
こ
の
句
を
上
の
句
に
付
け
る
と
…
…
逆
転
す
る
」
と
い
う
の
は
、
傍

線
部
を
補
っ
て
繋
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
批
評
を
読
ん

で
、
時
姫
は
男
女
間
の
贈
答
歌
の
切
り
返
し
の
手
法
に
倣
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
た
。
贈
歌
で
抗
議
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
牽
強

付
会
で
あ
ろ
う
が
責
任
転
嫁
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
切
り
返
し
た
り

言
い
返
し
た
り
す
る
返
し
方
で
あ
る（

28
（

。
そ
れ
に
倣
い
、
実
際
は
自
分
が

道
綱
母
の
前
を
挨
拶
も
な
し
に
素
通
り
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ

を
逆
に
し
て
言
い
返
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
道
綱
母
が
前
句
で
言
っ
た
こ
と
を
「
逆
転
」
さ
せ
て
自

分
の
主
張
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
み
る
と
、
傍
線
部
は
補
い
で
は

な
く
な
る
。
つ
ま
り
は
、「
対
話
乃
至
問
答
」
を
な
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
前
句
と
付
句
併
せ
て
自
分
の
立
場
か
ら
の
一
首
の
短
歌
を
創
っ

た
と
も
み
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
前
句
の
部
分
は
「
黄
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実
」
に
掛
か
る
有
心
の
序
に
な
る
。
そ
し
て
「
黄
実
」
は
「
君
」
と
の

掛
詞
と
な
っ
て
下
に
続
い
て
い
く
。
す
ぐ
下
に
は
「
か
つ
ら
」
が
物
名

で
詠
み
込
ま
れ
て
い
る（

29
（

わ
け
だ
が
、
冒
頭
か
ら
見
て
「
葵
」「
橘
」「
黄

実
」「
か
つ
ら
」
が
葵
祭
の
「
今
日
」
揃
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
一
首
の
短
歌
と
し
て
訳
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
今

述
べ
た
「
黄
実
」
と
「
か
つ
ら
」
の
技
巧
及
び
「
橘
」
は
訳
出
し
に
く

い
の
で
外
し
て
あ
る
。

　
　

葵
と
言
え
ば
「
逢
ふ
日
」
に
決
ま
っ
て
い
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す

の
に
、（
私
に
逢
う
気
も
な
さ
そ
う
に
（
あ
な
た
は
余
所
に
車
を

立
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
あ
な
た
の
私
に
対
す
る
冷
た
さ
を

今
日
こ
そ
は
思
い
知
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
時
姫
の
句
の
観
察
か
ら
始
め
た
の
だ
が
、
こ
こ
ま
で
で
既
に

短
連
歌
史
の
中
に
置
い
て
考
察
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
考
察
に

よ
る
と
、
時
姫
は
「
合
作
」
に
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
さ
ら
に
短

連
歌
史
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
時
姫
の
句
の
考
察
を
続
け
よ
う
。
そ
こ

で
ま
た
宮
田
論
を
見
る
。
①
の
中
で
も
過
渡
期
を
問
題
に
す
る
宮
田
論

に
お
い
て
、「
對
話
性
を
内
に
も
つ
た
合
作
の
例
」
と
し
て
Ｃ
ノ
3
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
先
に
確
認
し
た
。
こ
れ
を
私
な
り
に
捉
え
る
と
、

斎
宮
が
「
対
話
乃
至
問
答
」
の
つ
も
り
で
前
句
を
投
げ
掛
け
た
が
（「
言

い
余
し
」
で
は
あ
る
が
（、
結
局
は
狩
使
の
立
場
か
ら
す
る
一
首
の
短

歌
が
成
り
立
っ
た
と
み
た
。
当
該
短
連
歌
の
場
合
も
こ
れ
と
よ
く
似
て

い
る（

30
（

。
た
だ
し
、
Ｄ
ノ
3
で
は
狩
使
の
立
場
と
言
っ
て
も
、
二
人
の

共
有
す
る
情
緒
を
踏
ま
え
て
の
一
首
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
時
姫

の
場
合
は
、
あ
く
ま
で
も
自
分
の
立
場
か
ら
切
り
返
す
形
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
の
点
で
は
「
合
作
」
と
言
う
に
は

相
応
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

次
に
②
に
関
連
し
て
、
時
姫
の
付
句
で
は
道
綱
母
が
前
句
で
投
げ
掛

け
た
謎
が
解
け
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
。
先
に
道
綱
母
は
ど

ん
な
型
の
謎
解
き
を
求
め
た
の
か
考
え
た
が
、
ど
ち
ら
の
型
に
も
な
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。〈
逢
ふ
日
×
余
所
に
立
ち
〉
を
解
く
の
で
は
な
く
、

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
〈
だ
か
ら
あ
な
た
は
冷
た
い
〉
と
言
っ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
能
勢
論
で
挙
例
さ
れ
て
い
な
が
ら
、

先
に
は
挙
げ
な
か
っ
た
次
の
例
を
参
考
に
し
た
い
。

●
参
考
例　

Ｄ
ノ
1　
『
実
方
集
』
68
番

八
月
ば
か
り
、
月
あ
か
き
夜
、
花
山
院
ひ
が
歌
よ
ま
む
と
お

ほ
せ
ら
れ
て

　
　

秋
の
よ
に
や
ま
ほ
と
と
ぎ
す
な
か
ま
せ
ば

　
　
　
　

と
お
ほ
せ
ら
る
る
に

　
　

か
き
ね
の
月
や
は
な
と
見
え
ま
し

　

前
句
で
〈
秋
の
夜
×
郭
公
〉
と
い
う
不
合
理
が
謎
と
し
て
出
さ
れ
た

と
も
見
做
せ
る
の
だ
が
、
付
句
で
は
謎
解
き
や
説
明
に
か
か
る
の
で
は

な
く
、〈
垣
根
の
月
→
垣
根
の
卯
の
花
〉
と
い
う
前
句
に
似
合
っ
た
見

立
て
を
付
け
加
え
て
い
る
。
謎
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
前
句
と
付
句
で
全

体
的
に
辻
褄
を
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
姫
の
付
句
も
同
様
で
、
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前
句
の
状
況
に
似
合
っ
た
訴
え
を
付
け
加
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
た

だ
、
Ｄ
ノ
1
の
場
合
は
、
詞
書
に
書
か
れ
る
事
情
や
前
句
と
付
句
で

反
実
仮
想
を
成
し
て
い
る
全
体
的
構
造
か
ら
し
て
、「
合
作
」
意
識
が

あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
反
対
に
謎
掛
け
謎
解
き
意
識
は
希
薄
と
思
わ

れ
、
む
し
ろ
全
体
と
し
て
一
首
の
「
ひ
が
歌
」
に
な
っ
て
い
れ
ば
よ
い

の
で
あ
ろ
う
。
時
姫
は
、
前
句
で
謎
を
提
示
す
る
「
問
答
」
を
仕
掛
け

ら
れ
な
が
ら
、
Ｄ
ノ
1
の
実
方
の
よ
う
に
応
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
時
姫
の
付
句
に
は
先
に
も
触
れ
た
機
智
的
な
技

巧
は
施
さ
れ
て
あ
っ
た
。
宮
田
は
連
歌
に
限
ら
ず
、「
対
話
乃
至
問
答
」

の
中
に
「
機
知
的
傾
向
」
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る（

31
（

。
逆
に
言
え
ば
、

短
連
歌
の
「
合
作
」
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
機
智
的
技
巧
は
求
め
ら

れ
ず
、
そ
れ
よ
り
も
「
二
人
の
作
者
の
心
が
一
つ
の
詩
想
に
統
一
さ
れ

る
こ
と
」（
第
一
節
参
照
（
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
か

ら
す
る
と
、「
問
答
」
と
し
て
前
句
の
謎
解
き
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
に
、

ど
ち
ら
か
と
言
う
と
「
合
作
」
で
あ
る
の
に
、
詩
想
の
統
一
よ
り
前
句

の
機
智
的
技
巧
の
踏
襲
に
か
か
っ
て
い
る
時
姫
の
句
は
、
混
乱
し
て
い

る
と
も
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
Ｃ
ノ
3
と
の
比
較
を
こ
こ
で
も

す
れ
ば
（
注
30
も
参
照
（、
Ｃ
ノ
3
で
は
、
前
句
で
〈
徒
歩
人
が
渡
る

×
濡
れ
ぬ
江
〉
と
い
う
不
整
合
が
出
さ
れ
て
「
対
話
乃
至
問
答
」
が
求

め
ら
れ
た
ら
し
く
も
あ
る
が
、
狩
使
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
「
二
人

の
作
者
の
心
が
一
つ
の
詩
想
に
統
一
さ
れ
」
た
一
首
の
短
歌
と
な
っ
て

い
く
付
句
に
は
、
機
智
的
技
巧
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五
、
道
綱�

母
と
時
姫
の
意
識
の
懸
隔�

―
「
連
歌
の
場
」
の
問
題
と
も
関
連
し
て
―

　

当
該
短
連
歌
を
短
連
歌
史
の
中
に
置
い
て
見
た
結
果
、
重
要
な
解
釈

に
つ
い
て
は
、
特
に
時
姫
の
意
識
に
沿
っ
た
解
釈
を
示
し
て
、
従
来
の

解
釈
に
大
き
な
変
更
を
迫
る
結
果
と
な
っ
た
。
加
え
て
、
①
と
②
に
関

し
て
は
過
渡
期
に
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
③
と
④
も
絡
め
る
と
、
道

綱
母
と
時
姫
の
意
識
に
懸
隔
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
も
重
要
な
問
題
と

し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
要
す
る
に
、
形
は
上
句
起
こ
し
の
「
言

い
余
し
」
と
い
う
「
合
作
」
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
古
い
形

に
沿
い
な
が
ら
、
内
容
と
し
て
は
謎
を
投
げ
掛
け
て
「
問
答
」
で
説
明

を
求
め
る
と
い
う
道
綱
母
の
斬
新
な
意
識
を
、
時
姫
は
十
分
に
汲
み
取

れ
な
か
っ
た
か
汲
み
取
っ
て
も
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
い
ず
れ
に

せ
よ
時
姫
の
意
識
に
は
「
合
作
」
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
内
容
と
し
て

は
二
人
の
統
一
さ
れ
た
「
詩
想
」
を
表
す
よ
う
な
「
合
作
」
に
は
な
ら

な
か
っ
た
。
謎
解
き
に
関
し
て
も
、
時
姫
は
道
綱
母
の
句
が
謎
掛
け
に

な
っ
て
い
る
と
気
づ
か
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
も
気
づ
い
て

も
解
き
得
な
か
っ
た
の
か
。
機
智
的
な
技
巧
を
凝
ら
す
方
だ
け
に
意
識

が
い
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
論
じ
る
と
、
時
姫
の
能
力
が
劣
っ
て
い
る
と
と
ら
れ
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
時
姫
が
劣
る
と
い
う
よ
り
も
、「
問
答
」
で
謎
解

き
を
求
め
る
道
綱
母
の
意
識
が
短
連
歌
史
上
の
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
は

前
を
行
き
す
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。ま
た
あ
る
い
は
、俊
頼
乃
至
は『
金
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葉
和
歌
集
』
の
頃
ま
で
の
短
連
歌
史
は
「
混
沌
」
の
中
に
あ
り
、
そ
の

せ
い
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
も
宮
田
の
分
析

結
果
に
耳
を
傾
け
た
い（

32
（

。

　
　
（
前
略
（
一
般
に
は
合
作
意
識
が
低
流
を
な
し
て
對
話
的
乃
至
問

答
的
作
風
が
次
第
に
多
く
な
り
つ
つ
あ
つ
た
と
見
ら
れ
る
。
對
話

的
乃
至
問
答
的
構
造
を
も
つ
連
歌
は
短
歌
合
作
を
中
心
に
起
つ
た

こ
の
や
う
な
混
沌
の
中
か
ら
生
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
混
沌
の
中
に

一
つ
の
決
定
的
な
指
標
と
な
つ
た
の
が
金
葉
集
卷
十
の
「
連
歌
」

で
あ
つ
た
。
金
葉
集
を
轉
機
と
し
て
新
し
く
對
話
的
乃
至
問
答
的

構
造
を
も
つ
文
藝
と
し
て
連
歌
は
新
生
す
る
。

　
「
混
沌
」
の
中
で
道
綱
母
が
「
問
答
」
型
の
謎
掛
け
を
前
句
に
し
た

の
は
、
い
か
ん
せ
ん
早
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。
時
姫
に
は
「
合
作
」
意
識

が
あ
っ
て
一
首
の
短
歌
の
完
成
で
応
え
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
Ａ
ノ
1
の
よ
う
な
「
合
作
」
で
も
Ｃ
ノ
3
の
よ
う
な
「
合
作
」

で
も
な
く
、
自
分
の
立
場
か
ら
切
り
返
す
よ
う
な
短
歌
に
時
姫
が
仕
立

て
た
は
、
や
は
り
「
混
沌
」
の
中
に
あ
っ
た
か
ら
か（

33
（

。

　

右
の
問
題
と
関
係
さ
せ
て
、「
連
歌
の
場
」
と
い
う
こ
と
を
観
点
に

加
え
て
お
き
た
い
。
冒
頭
で
引
い
た
島
津
の
言
葉
に
依
れ
ば
、「
詠
ま

れ
る
場
の
上
か
ら
も
異
な
っ
た
姿
を
見
せ
て
い
る
」
と
言
う
の
を
こ
こ

で
思
い
起
こ
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
今
ま
で
の
①
～
④
の
短
連

歌
史
に
関
す
る
纏
め
は
、
短
連
歌
の
内
容
と
形
式
に
着
眼
し
て
の
纏
め

で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
木
藤（

34
（

が
分
析
す
る
「
連
歌
の
場
」
に
関
す
る
流

れ
を
付
け
加
え
た
い
。

　

⑤　

短
連
歌
の
場
は
、
大
別
し
て
「
偶
発
的
な
場
」
と
「
用
意
さ
れ

た
場
」
に
分
け
ら
れ
、
六
歌
仙
時
代
か
ら
「
偶
発
的
な
場
」
で
詠

ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
十
一
世
紀
に
入
る
と
「
用
意
さ
れ

た
場
」
で
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

　

木
藤
の
言
う
「
偶
発
的
な
場
」
と
は
、「
突
然
、
前
句
が
提
示
さ
れ
、

そ
の
場
で
す
ぐ
付
句
が
付
け
ら
れ
る
の
が
普
通
」
の
場
合
で
あ
る（

31
（

。「
用

意
さ
れ
た
場
」
の
方
は
、「
酒
宴
の
席
」「
和
歌
会
の
あ
と
」「
聯
句
と

並
行
」「
種
々
の
遊
び
の
席
」
に
細
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ど
の

よ
う
な
場
を
指
す
の
か
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
用
意
さ

れ
た
場
」
で
「
難
題
を
出
し
て
、
そ
れ
に
大
勢
で
付
け
る
」
形
が
行
わ

れ
て
い
た
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
参
考
例
Ｄ
と
し
た
諸
例
に

も
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
は
、
前
句
で
謎
が
出
さ
れ

る
例
は
古
い
時
代
に
は
少
な
く
、
そ
の
場
合
に
は
こ
れ
も
例
が
少
な
い

「
用
意
さ
れ
た
場
」
乃
至
は
そ
れ
に
準
ず
る
場
で
出
さ
れ
る
の
が
ほ
と

ん
ど
な
の
で
あ
る
。「
用
意
さ
れ
た
場
」に
は
、和
歌
に
堪
能
な
人
が
集
っ

て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
う
が
、
そ
ん
な
人
た
ち
の
間
で
は
、
古
い
時

代
で
あ
っ
て
も
謎
掛
け
謎
解
き
型
の
短
連
歌
も
あ
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

話
を
当
該
短
連
歌
に
戻
す
と
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
偶
発
的

な
場
」
で
あ
る
。
短
連
歌
史
の
こ
ん
な
時
期
に
こ
ん
な
場
で
謎
掛
け
の

前
句
を
和
歌
の
専
門
家
で
も
な
い
時
姫
に
出
す
の
は
、
あ
る
意
味
常
識

外
れ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
和
歌
に
対
し
て
人
一
倍

敏
感
で
あ
っ
た
道
綱
母
は
短
連
歌
に
対
し
て
も
時
代
の
先
端
を
行
っ
て

い
た
の
だ
と
み
て
お
き
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
す
が
に
、
先
に
述



― 28 ―

『蜻蛉日記』上巻後半部の道綱母と時姫の短連歌（堤）

べ
た
通
り
、「
立
ち

0

0

ば
な
」
の
掛
詞
に
は
少
し
無
理
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
と
も
か
く
、
道
綱
母
の
前
句
の
意
識
に
時
姫
が
付
い
て
行
け
な
い
の

は
当
た
り
前
だ
。
付
句
が
「
や
ゝ
久
し
う
あ
り
て
」
返
っ
て
き
た
の
は

当
然
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
面
全
体
を
読
む
と
、
時
姫
の
句
に

対
し
て
批
判
的
な
侍
女
も
、
代
案
み
た
い
な
の
を
出
す
兼
家
も
付
い
て

行
け
て
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
で
は
そ
ん
な
状
況
を
道
綱
母
は
ど

う
捉
え
て
ど
う
描
写
し
て
い
る
の
か
。「
や
ゝ
久
し
う
あ
り
て
」
と
わ

ざ
わ
ざ
書
く
と
こ
ろ
な
ど
は
従
来
も
問
題
に
さ
れ
て
い
る
が
、
他
に
も

問
題
は
ま
だ
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
と
言
う
か
、
拡
が
っ
て
い
く
。
稿
を

改
め
る
。

注（1
（　
『
島
津
忠
夫
著
作
集
第
三
巻
』（
二
〇
〇
三
年
一
一
月
・
和
泉
書
院
＝
元
、

『
連
歌
史
の
研
究
』
一
九
六
九
年
三
月
・
角
川
書
店
（「
第
二
章　

短
連
歌
初

期
の
諸
相
」。

（
2
（　
『
蜻
蛉
日
記
』
の
引
用
は
、
角
川
文
庫
『
蜻
蛉
日
記
』（
柿
本
奨
著
、
一

九
六
七
年
一
一
月
（
に
よ
る
。
底
本
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
。
以
下
、

同
じ
。

（
3
（　
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
三
年
目
の
五
月
と
九
月
に
、
道
綱
母
と
時
姫
が
和

歌
を
贈
答
す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
を
取
り
上
げ
て
拙
稿
「
道
綱
母
と
時
姫

の
二
組
の
贈
答
歌
―
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
前
半
部
に
お
け
る
町
の
小
路
の
女

の
存
在
と
関
わ
っ
て
―
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
第
37
集
』
二
〇
一
八
年
一

〇
月
・
新
典
社
（
を
成
し
た
。

（
4
（　

短
連
歌
を
載
せ
る
平
安
時
代
の
作
品
を
網
羅
的
に
列
挙
し
て
い
る
伊
地

知
鐵
男
「
和
歌
・
連
歌
・
誹
諧
―
宗
祇
・
兼
載
の
誹
諧
百
韻
そ
の
他
を
紹
介

し
て
俳
諧
連
歌
抄
の
成
立
に
及
ぶ
―
」（『
書
陵
部
紀
要
』
3
・
一
九
五
三
年

三
月
（
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
1
（　

宮
田
正
信『
付
合
文
藝
史
の
研
究
』（
一
九
九
七
年
一
〇
月
・
和
泉
書
院
（

に
あ
る
言
い
方
を
元
に
、
便
宜
「
合
作
」・「
対
話
乃
至
問
答
」
と
言
っ
て
論

じ
て
い
く
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
同
著
の
「
一　

付
合
文
藝
」「
二　

付
合

文
藝
の
素
地
」「
三　

付
合
文
藝
の
成
立
」
に
お
い
て
、「
問
答
體
」
な
ど
色
々

な
言
い
方
が
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
対
話
乃
至
問
答
」
と
い
う
言
い

方
を
基
本
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
「
対
話
」
あ
る
い
は
「
問

答
」
と
言
う
こ
と
も
あ
る
。

（
6
（　
『
俳
文
学
大
辞
典
』（
一
九
九
五
年
一
〇
月
・
角
川
書
店
（
の
「
短
連
歌
」

の
項
（
岸
田
依
子
（
参
照
。

（
7
（　

木
藤
才
蔵
『
連
歌
史
論
考
上
増
補
改
訂
版
』（
一
九
九
三
年
五
月
・
明

治
書
院
（「
第
一
章　

短
連
歌
の
形
成
と
展
開　

二　

平
安
朝
中
期
の
短
連

歌
」
と
、
宮
田
「
三　

付
合
文
藝
の
成
立
」（
注
1
参
照
（。

（
8
（　

和
歌
集
及
び
歌
論
書
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、『
新
編
国
歌

大
観
』
に
よ
る
。
以
下
、
同
じ
。

（
9
（　

宮
田
「
短
歌
の
合
作
か
ら
問
答
體
連
歌
へ
」（
注
1
「
三　

付
合
文
藝

の
成
立
」
の
中
の
一
節
（。

（
10
（　

木
藤
「
第
一
章　

短
連
歌
の
形
成
と
展
開　

四　

連
歌
の
場
」（
注
7

参
照
（。
な
お
、
木
藤
の
問
題
に
す
る
「
連
歌
の
場
」
に
つ
い
て
は
、
第
五

節
で
問
題
に
す
る
。

（
11
（　

引
用
は
、
日
本
文
学
Ｗ
ｅ
ｂ
図
書
館
『
私
家
集
大
成
』
に
よ
る
。

（
12
（　

注
9
に
同
じ
。

（
13
（　
『
伊
勢
物
語
』
の
引
用
も
、
便
宜
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
。

（
14
（　

木
藤「
二　

平
安
朝
中
期
の
短
連
歌　

1　

六
歌
仙
時
代
」（
注
7
参
照
（

も
、「
独
立
し
た
二
句
に
よ
る
問
答
と
い
う
よ
り
は
、
一
首
の
和
歌
を
二
人
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で
合
作
し
た
と
い
う
趣
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
で
説
明
し
て
い
る
。

（
11
（　
『
能
勢
朝
次
著
作
集
第
七
巻
連
歌
研
究
』（
一
九
八
二
年
七
月
・
思
文
閣

出
版
（「
Ⅰ　

聯
句
と
連
歌
」（
＝
元
、『
聯
句
と
連
歌
』
一
九
五
〇
年
二
月
・

要
書
房
（「
第
三
章　

短
連
歌
の
性
格
と
そ
の
発
展　

一　

機
智
問
答
的
性

格　

二　

下
句
起
し
の
形
式
の
発
生　

三　

各
句
の
独
立
性
の
唱
道　

四　

対
句
的
表
現
の
短
連
歌
」。
特
に
、「
一　

機
智
問
答
的
性
格
」。
能
勢
論
の

引
用
は
す
べ
て
「
一
」
よ
り
。

（
16
（　

Ｄ
ノ
2
は
『
大
和
物
語
』
第
百
二
十
八
段
に
も
載
る
。
西
丸
妙
子
『
檜

垣
嫗
集
全
釈
』（
一
九
九
〇
年
五
月
・
風
間
書
房
（
や
『
大
和
物
語
』
の
諸

注
釈
書
も
参
照
し
た
と
こ
ろ
、
同
短
連
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
細
か
い
と

こ
ろ
に
お
い
て
は
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
。

（
17
（　

能
勢
「
第
三
章　

短
連
歌
の
性
格
と
そ
の
発
展　

二　

下
句
起
し
の
形

式
の
発
生　

三　

各
句
の
独
立
性
の
唱
道
」（
注
11
参
照
（。

（
18
（　

再
び
注
6
の
『
俳
文
学
大
辞
典
』
参
照
。

（
19
（　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
土
左
日
記
か
げ
ろ
ふ
日
記
和
泉
式
部
日
記
更
級

日
記
』（
一
九
五
七
年
一
二
月
・
岩
波
書
店
（。

（
20
（　

一
口
に
「
謎
掛
け
謎
解
き
」
と
言
っ
て
も
、
木
藤
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

（
注
10
に
同
じ
（、「
前
句
に
提
示
さ
れ
た
不
合
理
を
、
付
句
で
納
得
さ
せ
る

よ
う
に
機
知
を
め
ぐ
ら
す
」
場
合
と
、「
難
題
を
提
出
さ
れ
て
、
そ
れ
を
付

句
で
解
決
す
る
」
場
合
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
ど
ち
ら
と
も
言
え
そ
う
な
も

の
も
あ
る
よ
う
だ
。
当
該
短
連
歌
は
、「
不
合
理
」
と
そ
れ
に
対
す
る
「
納
得
」

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
他
の
例
も
含
め
て
、
本
稿
で
は
便
宜
概
ね
「
謎

掛
け
謎
解
き
」
と
言
っ
て
論
を
進
め
て
い
る
。

（
21
（　

島
津
（
注
1
に
同
じ
（
は
川
口
説
を
踏
襲
し
て
い
る
。
田
村
悦
子
「
蜻

蛉
日
記
絵
の
詞
書
断
簡
に
つ
い
て
」（『
美
術
研
究
』
241
・
一
九
六
六
年
三
月
（

も
「
一
種
の
謎
、
難
問
を
し
つ
ら
え
て
言
い
や
っ
た
」
と
す
る
。

（
22
（　

宮
田
（
注
9
に
同
じ
（
に
指
摘
が
あ
る
。

（
23
（　

宮
田
「
金
葉
集
時
代
の
連
歌
」（
注
1
「
三　

付
合
文
藝
の
成
立
」
の

中
の
一
節
（
に
指
摘
が
あ
る
。
能
勢
（
注
11
（
の
「
一　

機
智
問
答
的
性
格
」

で
は
「
合
作
」
と
み
て
い
る
。

（
24
（　

時
姫
の
付
句
は
、
侍
女
の
代
作
で
あ
っ
た
り
、
侍
女
達
と
協
同
で
創
ら

れ
た
り
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
論
述
が
煩
雑
に
な
る
の
で
、
時
姫
が
創
っ

た
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
く
。

（
21
（　

秋
山
虔
・
上
村
悦
子
・
木
村
正
中
、『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
29
巻
4

号
・
一
九
六
四
年
四
月
・
至
文
堂
。
田
村
（
注
21
に
同
じ
（
も
、
こ
れ
と
同

様
の
訳
を
示
し
て
い
る
。

（
26
（　

柿
本
奨
、
一
九
六
六
年
八
月
・
角
川
書
店
。

（
27
（　

犬
養
廉　

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
蜻
蛉
日
記
』（
一
九
八
二
年
一
〇
月
・

新
潮
社
（
も
、
時
姫
の
句
の
訳
の
冒
頭
に
「
よ
そ
に
立
っ
て
お
い
で
な
の
は
、

あ
な
た
の
ほ
う
。」
を
付
け
て
い
る
。
前
句
と
付
句
を
繋
ぐ
言
葉
と
し
て
は

こ
ち
ら
の
方
が
分
か
り
易
い
。
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
一
文
は
ど
こ
か

ら
く
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
川
村
裕
子　

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
『
新
版
蜻
蛉

日
記
Ⅰ
（
上
巻
・
中
巻
（』（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
・
角
川
書
店
（
も
同
様
。

（
28
（　

こ
れ
と
よ
く
似
た
切
り
返
し
を
兼
家
が
上
巻
前
半
部
の
町
の
小
路
の
女

の
出
産
の
記
事
の
直
前
の
記
事
で
行
っ
て
い
る
。
兼
家
が
道
綱
母
邸
に
忘
れ

た
「
書ふ
み

」
を
取
り
に
使
を
道
綱
母
邸
に
や
り
、
道
綱
母
と
兼
家
が
歌
を
遣
り

取
り
す
る
場
面
で
あ
る
。

　
　

�

ふ
み
お
き
し
う
ら
も
心
も
あ
れ
た
れ
ば
跡
を
と
ゞ
め
ぬ
千
鳥
な
り
け
り

（
道
綱
母
（

　
　

�
心
あ
る
と
ふ
み
か
へ
す
と
も
浜
千
鳥
う
ら
に
の
み
こ
そ
跡
は
と
ど
め
め

（
兼
家
（

　

兼
家
の
歌
は
、
自
分
か
ら
「
書ふ
み

」
を
返
せ
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
道
綱
母
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の
方
が
「
心
離あ

」
れ
て
「
書ふ
み

（
を
（
返
」
し
て
き
た
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。

詳
細
は
、
拙
稿
「『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
の
離
婚
状
態
を
脱
し
た
時
の
贈
答
歌

―
浜
千
鳥
の
贈
答
歌
を
め
ぐ
る
考
察
―
」（『
言
語
文
化
研
究
徳
島
大
学
総
合

科
学
部
』
23
・
二
〇
一
五
年
一
二
月
（
参
照
。

（
29
（　
「
君
」
と
「
黄
実
」
の
掛
詞
と
「
か
つ
ら
」
の
物
名
は
多
く
の
注
釈
書

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
土
佐
日
記
蜻
蛉
日

記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
』（「
蜻
蛉
日
記
」
は
今
西
祐
一
郎
校
注
、
一
九
八

九
年
一
一
月
・
岩
波
書
店
（
は
、「
諸
注
「
き
み
」
に
「
君
」
と
「
黄
実
」（
橘

の
実
を
い
う
（
を
か
け
る
と
解
す
る
が
、
他
に
例
を
見
な
い
。」
と
言
う
。

短
連
歌
に
お
け
る
技
巧
は
正
統
な
和
歌
で
使
わ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
も
多

く
あ
り
、
他
に
類
例
が
な
い
こ
と
は
問
題
に
は
な
る
ま
い
。

（
30
（　

連
歌
の
源
流
を
考
え
る
際
に
は
必
ず
問
題
に
さ
れ
る
『
万
葉
集
』
巻
八

の
尼
と
大
伴
家
持
の
唱
和
も
、
尼
は
「
合
作
」
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
に
、

家
持
は
「
対
話
」
に
し
た
と
の
解
釈
も
あ
る
。
島
津
注
1
著
「
第
一
章　

連

歌
源
流
の
考
」
な
ど
。
当
該
短
連
歌
は
、
こ
れ
と
逆
の
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
木
藤
（
注
14
に
同
じ
（
は
、
尼
と
家
持
の
唱
和
と
Ｃ
ノ
3
を
「
上

句
の
女
性
の
発
想
は
和
歌
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
継
い
だ
男
の
発
想
は
連
歌
的

で
あ
っ
た
」
と
結
論
す
る
。
尼
と
家
持
の
唱
和
は
と
も
か
く
と
し
て
、

Ｃ
ノ
3
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
。
ま
ず
斎
宮
の
前
句
で
あ
る
が
、
こ
れ

は「
対
話
乃
至
問
答
」を
求
め
る
短
連
歌
的
句
と
み
ら
れ
る
。さ
ら
に
は
、〈
徒

歩
人
が
渡
る
×
濡
れ
ぬ
江
〉
と
い
う
不
整
合
が
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感

じ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
不
整
合
や
謎
を
出
し
て
そ
の
説
明
な
ど
を
求
め

て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
話
の
雰
囲
気
と
合
わ
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
に
か

く
不
整
合
が
出
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
短
連
歌
的
で
あ
る
。
一
方
、
結
局
一
首

の
短
歌
を
仕
立
て
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
捉
え
れ
ば
付
句
は
和
歌

的
で
あ
る
。
当
該
短
連
歌
も
、
前
句
で
謎
を
出
し
て
「
問
答
」
で
そ
の
謎
解

き
を
求
め
る
の
は
短
連
歌
的
で
あ
り
、
付
句
で
は
技
巧
を
凝
ら
し
な
が
ら
結

局
男
女
間
の
贈
答
歌
に
倣
っ
た
返
歌
の
よ
う
な
一
首
の
短
歌
に
し
て
い
る
の

は
和
歌
的
で
あ
る
。

（
31
（　

注
1
の
「
二　

付
合
文
藝
の
素
地
」
及
び
「
三　

付
合
文
藝
の
成
立
」。

（
32
（　
「
付
合
文
藝
の
成
立
」（
注
1
「
三　

付
合
文
藝
の
成
立
」
の
中
の
一
節
（。

（
33
（　

注
30
で
指
摘
し
た
点
も
、「
混
沌
」
を
鍵
に
し
て
考
え
れ
ば
説
明
が
つ

く
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
注
29
参
照
（
と

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
土
佐
日
記
蜻
蛉
日
記
』（「
蜻
蛉
日
記
」
は
木
村

正
中
・
伊
牟
田
経
久
校
注
・
訳
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
・
小
学
館
（
は
、「
か

つ
ら
」
の
物
名
に
関
し
、『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
・
物
名
・
433
番
歌
を
引
用

し
て
い
る
。
434
番
と
と
も
に
引
い
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　

あ
ふ
ひ
、
か
つ
ら　
　
　
　
（
よ
み
人
し
ら
ず
（

　
　
　
　

�

か
く
ば
か
り
あ
ふ
ひ
の
ま
れ
に
な
る
人
を
い
か
が
つ
ら
し
と
お
も
は

ざ
る
べ
き

　
　
　
　

�

人
め
ゆ
ゑ
の
ち
に
あ
ふ
ひ
の
は
る
け
く
は
わ
が
つ
ら
き
に
や
思
ひ
な

さ
れ
む

　

時
姫
の
念
頭
に
は
こ
の
二
首
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
す
る

と
、
時
姫
の
意
識
と
し
た
ら
、
短
連
歌
を
仕
上
げ
る
と
い
う
よ
り
、
物
名
歌

乃
至
は
誹
諧
歌
的
技
巧
を
凝
ら
し
な
が
ら
一
首
の
短
歌
を
仕
上
げ
る
つ
も
り

で
あ
っ
た
と
言
う
方
が
中
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。「
黄
実
」
と
「
君
」

の
掛
詞
も
そ
れ
に
合
致
す
る
（
注
29
参
照
（。
こ
の
時
姫
の
付
け
方
を
短
連

歌
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
観
る
と
、
混
乱
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
当
然
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
右
の
『
古
今
和
歌
集
』
歌
で
あ
る
が
、『
古
今
集

校
本
新
装
ワ
イ
ド
版
』（
西
下
経
一
・
滝
沢
貞
夫
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
・

笠
間
書
院
（
に
依
る
と
、
基
俊
本
で
は
434
番
詞
書
部
分
に
「
か
へ
し
」
と
あ

る
。
な
お
、
藤
岡
忠
美
は
「
女
と
女
の
贈
答
歌
―
蜻
蛉
日
記
の
道
綱
母
と
時
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姫
―
」（『
平
安
朝
和
歌
読
解
と
試
論
』
二
〇
〇
三
年
六
月
・
風
間
書
房
（
で

当
該
短
連
歌
を
取
り
上
げ
、
道
綱
母
が
古
今
433
番
歌
を
本
歌
と
し
て
前
句
を

詠
み
、
時
姫
も
そ
れ
を
心
得
て
付
句
を
付
け
た
と
み
る
。
藤
岡
の
指
摘
は
前

句
を
謎
掛
け
だ
と
は
見
做
さ
な
い
で
な
さ
れ
て
い
る
と
覚
し
い
が
、
こ
の
指

摘
と
本
稿
の
主
旨
と
を
併
せ
て
前
句
を
捉
え
る
と
、
特
定
の
和
歌
を
踏
ま
え

な
が
ら
謎
を
掛
け
る
の
は
、
凝
り
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
古
今
歌
（
あ

る
い
は
、
434
番
歌
も
含
め
て
（
を
意
識
し
た
の
は
、
時
姫
の
み
で
あ
っ
た
と

み
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
藤
岡
は
、
前
句
に
つ
い
て
「
恋
歌
ま
が
い

の
歌
で
あ
る
こ
と
は
、「
逢
ふ
日
」を
詠
み
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
」

と
い
う
な
ど
、
示
唆
に
富
ん
だ
指
摘
を
多
く
含
み
つ
つ
、
こ
の
場
面
を
全
体

的
に
捉
え
て
論
じ
て
い
る
。
藤
岡
論
も
十
分
に
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
の
場
面

を
全
体
的
に
捉
え
た
別
稿
を
い
ず
れ
近
い
う
ち
に
成
す
つ
も
り
で
あ
る
。

（
34
（　

注
10
に
同
じ
。

（
31
（　

Ｃ
ノ
3
の
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
九
段
の
短
連
歌
を
何
度
か
参
考
に

し
た
が
、
論
述
を
複
雑
に
し
な
い
た
め
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
他
の
「
偶
発
的

な
場
」
で
詠
ま
れ
た
例
と
同
列
に
扱
っ
て
き
た
。
も
と
よ
り
、
Ｃ
ノ
3
は

虚
構
の
物
語
の
中
に
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
創

り
物
語
な
ど
と
違
っ
て
、
歌
物
語
で
あ
る
か
ら
、
現
実
と
同
じ
あ
る
い
は
ほ

と
ん
ど
同
様
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

創
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
木
藤
（
注
14
に
同
じ
（
が
片
桐
洋
一
の
『
伊

勢
物
語
』
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
結
果
「
十
世
紀
の

中
頃
に
は
一
般
に
流
布
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
同
時
に

「
九
世
紀
の
後
半
に
は
成
立
し
て
い
た
」
可
能
性
も
示
す
。

�

（
つ
つ
み
・
か
ず
ひ
ろ　

徳
島
大
学
大
学
院
教
授
（


