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「
余
嘗
曰
、
師
可
偲
者
有
三
、
（
飼
）
寒
山
拾
得
之
詩
、
懐
素
高
閑
之
書
、
師
皆
兼
有
之
、
而
加
以
和
歌
不
墜
萬
葉
集

之
逍
響
、
余
此
言
恐
可
謂
公
言
也
」
（
麟
戸
鱈
疇
戸
韮
”
量
）
の
言
僻
に
も
明
ら
か
な
如
く
、
既
に
彼
と
同
時
代
の
具
眼
の
士
か
ら
注
目
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
研
究
文
獣
は
汗
牛
充
棟
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
過
半
は
偲
記
や
作
品
の
鑑
賞
に
中
心
が
あ
り
、
短

歌
そ
の
も
の
を
一
括
し
て
取
上
げ
臆
系
的
に
記
述
し
た
も
の
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
右
の
貼
に
留
意
し
つ
つ
、
一
個
の
人
間

良
寛
像
を
素
描
す
る
作
業
の
一
環
と
し
て
、
ま
ず
良
寛
の
短
歌
を
修
僻
・
古
歌
と
の
闘
係
・
表
現
・
素
材
・
内
容
の
各
方
面
か
ら
分
析
し

検
討
を
加
え
、
そ
こ
に
如
何
な
る
特
色
が
存
す
る
か
を
略
述
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
考
察
を
進
め
る
の
は
、
良
寛
の
短

歌
で
詠
出
年
代
の
明
ら
か
な
作
品
、
及
び
ほ
ぼ
確
賓
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
歌
が
短
歌
総
敷
の
約
10
％
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
彼
の
短
歌
を

稜
展
史
的
に
把
握
す
る
よ
り
ら
、
そ
れ
を
一
括
し
て
考
究
す
る
方
が
妥
嘗
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
良
寛
自
撰
の
名
に
値
す
る
ほ
ど
の
歌
集
は
現
存
せ
ず
、
所
謂
良
寛
歌
集
は
全
て
そ
の
遣
墨
を
後
人
が
蒐
集
整
理
し
た
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
問
題
を
短
歌
に
限
定
し
て
も
、
良
寛
作
の
員
侶
こ
闘
し
異
論
が
出
る
こ
と
も
豫
想
さ
れ
、
良
寛
和
歌
集
の
完
成
は
今

後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
吉
野
秀
雄
氏
校
註
『
良
寛
歌
集
』
二

m戸
声
）
、
井
本
農
一
・
闊
克
巳
雨
氏
校
註
『
良
寛
歌
集
』

（
麟
）
、
東
郷
豊
治
氏
編
著
『
良
寛
全
集
』
下
巻
（
麟
戸
戸
謡
疇
彗
）
、
喜
麟
麟
〗
『
賓
朝
集
西
行
集
良
寛
集
』
（
屑
麟
麟
虹
崖
馴
闘
）
の
所

良
寛
の
藝
術
は
、 良

寛

の

短

歌

に

つ

い

て

良
寛
の
短
歌
に
つ
い
て

長

谷

完
一
八
〇

治



良
露
の
短
歌
に
つ
い
て

一
八

の
調
べ
を
整
え
質
感
の
こ
ら
っ
た
内
容
と
す
る
の
に

牧
歌
中
で
、
私
が
良
寛
作
と
認
定
し
た
短
歌
―
二
三
六
首
を
論
考
の
封
象
と
す
る
。

ま
ず
良
寛
の
短
歌
の
修
解
法
に
於
て
顕
著
な
現
象
は
枕
詞
の
頻
用
で
あ
る
。
枕
詞
使
用
歌
敷
は
二
五
七
首
（
そ
の
中
で
一

に
枕
詞
二

尾
上

を
用
い
た
の
が
一
―
首
）
で
あ
る
か
ら
、
短
歌
網
数
の

22
％
弱
に
も
及
ぶ
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
枕
詞
使
用
頻
度
敷
は
萬
葉
集
の

4
0
%
（
柴
舟

開
累
瓢
認
彗
改
）
に
は
程
遠
い
か
、
記
紀
歌
謡
の

2
1
%
（
繹

0
：
鱈
上
）
こ
近
く
、
古
今
集
の

1
4
%
（
疇
）
を
か
な
り
上
回
っ
て
い
る
。

）
や
近
世
の
萬
葉
派
歌
人
と
の
懸
隔
は
一
層
甚
し
く
、
例
え
ば
賃
淵
の
萬
葉
主
義

輻
井
久
蔵
氏
の
新
訂
増
補
『
枕
詞
の
研

新
古
今
集
の

5
％
ご
究
と
秤
義
』
第
三
編
「
枕
詞
の
研
究
」

に
す
ぎ
な
い

窪
田
空
穂
•
松
村
英
一
雨
氏
共
編
二
徳
川
時
代
和
歌
）

の
理
論
を
質
践
し
た
田
安
宗
武
の
『
天
降
言
』
中
の
枕
詞
使
用
率
は

8
%
T
の
研
究
二
所
牧
の
谷
鼎
氏
の
論
文
「
荷
田
春
満
」

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
枕
詞
使
用
に
限
っ
て
考
え
る
と
、
良
寛
の
短
歌
ぱ
古
代
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
事
賀
は
、

特
色
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

用
が
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、

う
と
し
て
、

表
現
内
容
の
平
明
さ
・
輩
純
さ
と
も
深
い
闊
係
に
あ
る
。

そ
れ
は
時
代
の
進
展
と
と
も
に
各
人
の
思
想
感
情
も
複
雑
に
な
り
、

枕
詞
の
如
く
一
部
分
に
の
み
と
ど
ま
る
修
飾
語
を
忌
避
し
た
結
果
で
あ
る
。

良
寛
の
短
歌
に
如
上
の
特
色
が
現
わ
れ
る
の
は
常
然
で
あ
ろ
う
。
「
渡
津
海
の
青
海
原
は
ひ
さ
か
た
の
月
澄
み
わ
た
る
と
こ
ろ
な
り
け
り
」

は
、
枕
詞
の
胤
用
に
よ
り
内
容
、

味
わ
い
と
も
に
乏
し
い
歌
と
な
っ
て
い
る
。

の
債
値
を
減
少
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、

っ
た
り
、

勿
論
、

良
寛
の
短
歌
の

一
般
に
和
歌
で
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
枕
詞
の
使

の
表
現
内
容
の
充
賞
を
圏
ろ

こ
の
よ
う
な
趨
勢
に
逆
っ
て
枕
詞
を
頻
用
す
る

枕
詞
使
用
に
よ
る
内
容
の
箪
純
化
が
必
ず
し
も
一

「
た
ま
き
は
る
命
死
な
ね
ば
こ
の
図
の
花
さ
く
春
に
逢
ひ
に
け
ら
し
も
」

の
如
く
、

枕
詞
が

「
し
き
た
へ
の
枕
去
ら
ず
て
き
り
ぎ
り
す
夜
も
す
が
ら
鳴
く
枕

去
ら
ず
て
」
の
よ
う
に
、
枕
詞
と
語
句
の
繰
返
し
に
よ
っ
て
内
容
が
極
度
に
箪
純
化
さ
れ
、
透
徹
し
た
表
現
の
う
ち
に
一
人
さ
び
し
く
虫

の
音
に
聞
き
入
っ
て
い
る
良
寛
の
姿
を
房
麗
さ
せ
る
佳
品
も
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

次
に
個
々
の
枕
詞
を
使
用
回
敗
の
多
い
も
の
か
ら
順
に
示
す
と
左
の
如
く
な
る
（
敷
字
は
使
用
回
敷
。

4
以
下
は
略
す
）
。



あ
ら
た
ま
の

7

世
を
懇
い
慕
っ
た
結
果
で
あ
り
、
「
ぬ
ば
た
ま
の
」
は
夜
の
喪
覺
に
懐
古
の
情
を
吐
露
し
た
為
で
あ
り
、

ら
解
放
さ
れ
て
百
花
一
時
に
開
く
雪
図
の
春
に
接
し
た
喜
び
を
歌
に
托
す
る
と
こ
ろ
か
ら
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
良

寛
の
短
歌
が
賓
生
活
に
基
盤
を
お
い
て
い
る
こ
と
は
、
枕
詞
使
用
状
況
か
ら
も
大
盟
ぱ
窺
い
得
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
良
寛
が
新
た
に

創
出
し
た
枕
詞
、
及
び
先
行
文
學
に
現
わ
れ
る
枕
詞
で
あ
っ
て
も
接
語
を
異
に
す
る
も
の
は
各
々
十
例
に
満
た
ず
、
「
ひ
さ
か
た
の
」
等

の
少
敗
例
を
除
け
ば
、
接
語
の
多
様
さ
と
い
う
鈷
で
も
先
行
文
學
の
枕
詞
に
は
及
ば
な
い
。
ま
た
、
先
行
文
學
の
枕
詞
と
同
じ
接
語
を
と

る
も
の
に
つ
い
て
み
る
と
、
記
紀
・
萬
葉
集
に
用
い
ら
れ
た
枕
詞
の
み
な
ら
ず
、
古
今
集
以
後
の
歌
集
に
初
出
の
枕
詞
を
も
そ
れ
以
上
に

多
く
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
。
嘗
て
高
橋
残
夢
ぱ
「
古
今
の
頃
に
至
り
て
古
事
記
日
本
紀
萬
葉
集
に
最
多
な
る
枕
詞
を
十

に
九
を
捨
て
、
足
引
の
、
久
方
の
、
百
敷
の
、
垂
乳
根
の
、
空
蝉
の
等
雅
び
た
る
を
織
に
え
り
出
で
て
最
も
巧
に
も
雅
に
も
用
な
せ
る
い

よ
よ
ま
ぐ
は
ひ
な
る
を
好
ま
れ
た
る
な
り
」
（
一
胃
、
例
〗
も
）
と
い
っ
た
が
、
良
寛
も
ま
た
枕
詞
使
用
に
際
し
洗
練
さ
れ
た
優
美
な
も
の
を
無
意

い
そ
の
か
み

7

こ
れ
は
荷
田
春
諮
の

「
あ
づ
さ
ゆ
み
」

い
冬
か

こ
こ
で
第
一
こ
注
意
さ
れ
る
の
は
、
良
寛
が
特
定
の
枕
詞
を
好
ん
で
用
い
て
い
る
貼
で
、

の
使
用
回
敷
だ
け
で
枕
詞
使
用
杷
数
の
約
56
％
に
ら
逹
し
て
い
る
。

れ
た
状
態
で
使
用
さ
仇
て
い
る
黙
（
麟
麟
幻
三
と
非
常
に
異
な
る
事
質
で
あ
る
。
第
二
に
、
前
掲
の
枕
詞
が
多
分
に
良
寛
の
生
活
を
反
映

し
て
い
る
貼
に
注
目
し
た
い
。
周
知
の
如
く
、
良
寛
に
は
五
合
庵
時
代
か
ら
の
詠
出
歌
が
多
く
、
國
上
山
を
は
じ
め
と
す
る
山
の
生
活
が

で
の
冬
ご
も
り
の
寂
し
さ
の
あ
ま
り
人
の

折
に
ふ
れ
て
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
「
あ
し
ひ
き
の
」
を
し
て
枕
詞
全
使
用
回
敷
の
約
20
％
を
占
め
さ
せ

る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
「
ひ
さ
か
た
の
」
は
「
雪
」
「
雨
」
等
を
題
材
に
し
た
歌
の
多
い
二
麟
）
と
こ
ろ
か
ら
束
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
さ
す
た
け
の
」
に
接
績
す
る
語
（
噂
鰐
↓
5
尺
譴
二
）
は
、
良
寛
の
場
合
は
「
君
」
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
も
彼
に
平
生
の

贈
答
歌
が
多
い
事
買
と
劉
應
す
る
。
以
下
、
「
う
つ
せ
み
の
」
は
停
な
い
世
を
嘆
じ
た

は
枕
詞
が
殆
ん
ど
均
衡
の
と

「
あ
し
ひ
き
の
」
か
ら
「
ぬ
ば
た
ま
の
」
ま
で

か
す
み
た
つ

5

た
か
さ
ご
の

5

あ
し
ひ
き
の

55

ひ
さ
か
た
の

48

さ
す
た
け
の

17

う
つ
せ
み
の

16

良
郷
の
短
歌
に
つ
い
て

ぬ
ば
た
ま
の

15

む
ら
ぎ
も
の

5

も
み
ぢ
ば
の

5

た

)の

12

あ
づ
さ
ゆ
み

10

ノ＼



良
寛
の
短
歌
に
つ
い
て

る
序
詞
の
位
置
を
調
べ
る
と
、
第
一
・

I-¥ 

し
」
と
「
梅
」
の
「
う
」
を
か
け
て
第
二
句
ま
で
が
「
梅
」
の
序
と
な
っ
て
い
る
。

ふ
を
待
た
ば
や
」
ら
懸
詞
に
よ
る
序
詞
を
用
い
た
例
で
、
と
も
に
古
今
的
な
感
じ
の
歌
で
あ
る
。
讐
喩
式
、
整
調
式
の
序
詞
を
用
い
た
歌

の
多
く
は
良
寛
の
境
涯
を
効
果
的
こ
表
現
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
山
か
げ
の
岩
間
を
つ
た
ふ
苔
水
の
か
す
か
に
我
は
す
み
わ
た
る
か
も
」

は
、
前
記
の
分
類
で
は
②
に
蜀
し
、
五
合
庵
で
の
良
寛
の
心
境
が
巧
み
な
象
徽
手
法
を
以
て
効
果
的
に
表
出
さ
れ
て
お
り
、

の
い
さ
さ
む
ら
竹
い
さ
さ
め
に
い
さ
さ
か
残
す
水
茎
の
跡
」
は
⑤
の
例
で
あ
っ
て
、
「
い
さ
さ
」
の
繰
返
し
が

感
を
齋
し
て
い
る
。

懸
詞
を
使
用
し
て
い
る
良
寛
歌
は
約

3
%
（
三
四
首
）
で
、
比
率
の
上
で
は
序
詞
と
大
差
は
な
い
。
そ
の
技
巧
も
複
雑
巧
妙
な
も
の
と

「
も
も
な
か

に
快
よ
い
律
動

「
冬
の
空
結
ぶ
柳
の
い
と
な
が
く
千
と
せ
の
春
に
あ

「
難
波
津
の
殴
」
で
「
よ
し
や
」
に
か
け
「
世
の
中
憂

識
的
に
選
揮
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

序
詞
の
使
用
率
は
全
歌
敷
の

2
％
張
（
二
九
首
）
に
す
ぎ
ず
、
定
家
の

2
％
や
近
世
の
諸
歌
人
の
比
率
（
麟
年
鯰
”
掲
）
と
も
あ
ま
り
差

）
に
は
及
ば
ず
、
枕
詞
と
は
好
劉
照
を
な
し
て
、
る
。

と
も
に
尾
上
氏
の

異
は
な
い
が
、
萬
葉
集
の

2
6
%
、
古
今
集
の

10
％

ご

前

掲

論

文

に

よ

る

し

一
句
に
位
置
す
る
作
品
一
四
首
と
第

る
が
、
扁
井
久
蔵
氏
に
よ
れ
ば
、
二
句
序
の
中
で
第
一
・
ニ
句
に
位
置
す
る
歌
型
が
他
の
句
に
位
置
す
る
歌
の
形
よ
り
も
古
く
、
萬
葉
集

で
は
五
七
調
と
闊
闊
し
て
第
一
・
ニ
句
に
位
置
す
る
作
品
が
多
い
と
さ
れ
る
（
琴
馴
二
冨
瓢
二
冨
叫
真
）
か
ら
、
良
寛
の
序
詞
使
用
は
位
置
的

に
は
萬
葉
風
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
序
詞
を
修
飾
の
仕
方
に
よ
り
分
類
し
た
場
合
、
①
懸
詞
に
よ
る
序
詞
一
四
首
、
②
警
喩

に
よ
る
序
詞
九
首
、
③
整
調
（
同
音
韻
）
に
よ
る
序
詞
三
首
（
疇
鱈
麟
]
闘

□5
辛
に
）
と
な
る
が
、
記
紀
で
は
右
の
②
⑤
が
大
部
分
を
占

屈
井
氏
の
前
掲
論
マ

め
、
萬
葉
集
で
は
②
が
最
多
敷
で
①
か
ご
の
順
に
績
く
と
い
う
こ
と
ア
文
「
枕
詞
と
序
詞
」
及
び
古
今
集
で
は
序
詞
の

70
％
が
①
の
型
に
、
ま

畠
％
（
叫
訊
信
汀
汀
鱈
以
）
が
②
に
該
嘗
す
る
と
い
う
報
告
（
鱈
声
麟
5
)
を
勘
合
す
る
と
、
良
寛
の
序
詞
に
於
て
は
、
そ
の
用
い
方

に
古
今
的
特
色
が
み
ら
れ
る
と
と
も
に
、
記
紀
・
萬
葉
集
・
古
今
集
の
讀
人
知
ら
ず
時
代
の
色
彩
も
窺
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
を

「
難
波
津
の
よ
し
や
世
の
中
栴
の
花
昔
を
今
に
う
つ
し
見
る
か
な
」
に
と
る
と
、

ニ
・
三
句
に
位
置
す
る
短
歌

一
首
と
で
大
半
を
占
め

こ
人
‘
、
ナ

V
I
j
t
 



て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
）

の
歌
が
短
歌
網
敷
の
約

2
5
%

は
い
え
な
い
し
、
尾
上
氏
の
調
査
（
麟
嬬
）
に
よ
れ
ば
、

々
1
%
.
2
4
％
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
良
寛
は
懸
詞
の
技
法
を
古
今
時
代
の
歌
人
の
如
く
に
は
重
視
し
な
か
っ
た
こ
と
が
歴
然
と
し

よ
う
。
良
寛
の
懸
詞
使
用
歌
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
た
場
合
、
江
湖
山
恒
明
氏
の
い
わ
れ
る
(
-
『
閂
麟
ー
文
五
履
記
）
甲
類
の
懸
詞
（
懸
詞

の
部
分
の
語
句
が
同
じ
品
詞
と
し
て
上
下
に
働
き
か
け
る
も
の
。
懸
詞
を
隔
て
た
上
下
の
歌
句
に
意
味
の
断
絶
が
少
な
く
、
讀
者
に
心
理

的
抵
抗
を
さ
ほ
ど
輿
え
な
い
。
古
今
集
に
多
い
用
法
で
あ
る
。
）
を
用
い
た
歌
（
ニ
―
首
）
が
乙
類
（
懸
詞
と
な
っ
て
い
る
語
句
が
異
な

る
品
詞
と
し
て
上
下
に
接
績
し
、
そ
の
間
の
意
味
上
の
照
應
に
於
て
は
直
接
的
闊
係
が
稀
薄
で
あ
る
為
に
却
て
讀
者
に
心
理
的
屈
折
を
輿

え
微
妙
な
術
趣
を
生
起
さ
せ
る
。
新
古
今
集
に
多
い
。
）
の
そ
れ
よ
り
も
多
く
、
そ
の
使
用
法
に
み
ら
れ
る
傾
向
か
ら
す
れ
ば
新
古
今
集

よ
り
も
古
今
集
の
傾
向
に
近
い
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
懸
詞
使
用
歌
は
と
る
に
足
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
、
序
詞
使
用
歌
と
異

な
り
良
寛
の
短
歌
の
特
色
を
如
質
に
示
す
作
品
も
見
出
し
難
い
。
こ
の
こ
と
は
古
今
集
以
後
に
著
し
く
猥
逹
し
た
縁
語
に
つ
い
て
も
同
様

で
、
平
安
朝
歌
人
の
如
く
腐
心
し
て
用
い
た
縁
語
は
良
寛
の
短
歌
で
は
皆
無
に
近
い
の
で
あ
る
。

良
寛
の
短
歌
は
韻
律
の
黙
で
如
何
な
る
特
徽
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、
文
法
的
に
み
て
休
止
が
あ
る
場
合
に
の
み
句
切

れ
を
認
め
る
（
句
切
れ
の
認
定
に
際
し
時
代
を
超
え
割
合
に
客
観
的
な
基
準
の
得
ら
れ
る
）

と
、
偶
敷
句
切
れ
（
二
句
切
れ
、

葉
的
で
あ
る
が
、 良

寛
の
短
歌
に
つ
い
て

四
句
切
れ
、

一
句
•
四
句
切
れ
。
五
七
調
の
傾
向
が
著
し
く
、
奈
良
朝
の
和
歌
の
韻
律
の
基
調
と
な
っ

初
句
・
三
句
切
れ
。
七
五
調
に
傾
き
、
平
安
朝
以
後
の
主
な
律
調
と
な
っ
て
い
る
。
）

か
ら
良
寛
の
歌
の
句
切
れ
を
調
査
す
る

を
占
め
、
奇
敷
句
切
れ
（
初
句
切
れ
、
三
句
切
れ
、

の
歌

1
6
%
（
一
九
六
首
）
よ
り
も
多
い
貼
で
は
萬

柴
生
田
稔
氏
「
萬
葉
集
短
歌
に
於
け
る
三
一
と
は
比

三
句
切
れ
の
歌
が

15
％
弱
で
萬
葉
集
の
三
句
切
れ
の
歌
の
比
率
3
％
弱
言
句
切
」
I
ー
『
文
學
』
昭
和
一
四
年
一
月
挑

1
0
（
岡
崎
義
恵
氏
『
日
本

）
と
ほ
ぼ
同
率
で
あ
る
。
ま
た
新
古
今
集
の

2
り
迂
雌
歌
の
象
徴
糀
軸
．
』

松
浦
貞
俊
氏
「
新
古
今
和
歌
集
研
究
」

較
に
な
ら
ず
、
今
集
の

1
4
%
L
ー
新
潮
祉
「
日
本
文
學
講
座
」
第
六
巷

）
を
上
回
っ
て
い
る

谷
氏
の
前

）
に
は
及
ぼ
な
い
が
、
『
天
降
言
』
『
あ
づ
ま
歌
』
『
賀
茂
翁
集
』
『
春
葉
集
』
等
の
近
世
歌
人
の
比
率
（
掲
論
文

古
代

篇
（
殊
に
、
「
山
里
は
う
ら
さ
び
し
く
ぞ
な
り
に
け
る
。
木
々
の
梢
の
散
り
ゆ
く
見
れ
ば
」
の
如
く
、
一
句
切
れ
で
下
句
を
上
句
へ
従
屈
さ

萬
葉
集
・
古
今
集
に
於
け
る
懸
詞
使
用
歌
の
、

全
歌
敷
に
到
す
る
百
分
比
は
各

一
八
四



良
露
の
短
歌
に
つ
い
て

で
き
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
良
寛
の
短
歌
は
五
七
調
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
七
五
調
を
か
な
り
有
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
為
に
彼
の
作
品
か
ら
萬
葉
風
の
素
朴
旺
重
な
律
動
と
と
も
に
、
優
美
流
暢
な
後
世
風
の
リ
ズ
ム
を
感
得
す
る
こ
と
も

①
 

一
句
切
れ
の
韻
律
に
近
づ
き
、
上
述
の
傾
向
を
一
層
助
長
し
て
い
る
。
な

一
句
に
枕
詞
の
位
置
す
る
歌
八
―
―

お
、
多
敷
句
切
れ
の
作
品
の
多
く
は
「
水
や
く
ま
む
。
薪
や
こ
ら
む
。
菜
や
つ
ま
む
。
朝
の
し
ぐ
れ
の
降
ら
ぬ
そ
の
間
に
」
の
如
く
、
快

よ
い
律
動
に
富
み
良
寛
の
生
活
感
情
が
躍
動
し
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

一
八
五

新
古
今
時
代
の
代
表
的
な
修
僻
で
あ
る
臆
言
止
め
の
歌
は
一
五
八
首
（
短
歌
網
敷
の
認
％
弱
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
萬
葉
集
中
の
證
言
止

め
の
比
率
4

％
弱
（
麟
〗
麟
麟
望
』
鱈
芦
麟
三
の
約
四
倍
に
相
常
し
、
古
今
集
の

5
％
弱
（
疇
）
を
凌
い
て
新
古
今
集
の

2
5
%（
直
）
に
次
ぐ

高
率
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
三
句
切
れ
の
場
合
と
同
様
に
、
良
寛
の
短
歌
に
後
世
風
の
色
調
を
帯
び
さ
せ
る
所
以
で
あ
る
。
罷
言
止
め
の

作
品
の
う
ち
、
結
句
の
臆
言
が
他
の
事
物
や
人
に
劉
す
る
呼
び
か
け
や
詠
嘆
の
形
を
と
る
歌
が
一
六
首
、
倒
置
法
の
形
で
第
五
句
の
臆
言

に
尉
應
す
る
述
語
が
上
の
四
句
に
あ
る
歌
が
八
七
首
で
、
残
除
の
五
五
首
は
結
句
の
臆
言
に
應
ず
る
述
語
が
上
四
句
に
な
く
省
略
さ
れ
て

い
て
我
々
に
心
理
的
抵
抗
を
輿
え
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
類
に
良
寛
の
歌
を
特
徴
づ
け
る
歌
が
多
く
、
序
詞
の
場
合
と
よ
く
似
て
い
る
。

「
あ
め
が
し
た
に
み
つ
る
た
ま
よ
り
こ
が
ね
よ
り
は
る
の
は
じ
め
の
き
み
が
お
と
づ
れ
」
は
、
貞
心
尼
へ
の
親
愛
の
情
が
言
外
に
こ
め
ら

れ
て
い
て
讀
者
を
魅
了
す
る
が
、
そ
れ
は
省
略
法
に
よ
る
臆
言
止
め
の
手
法
故
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
「
お
し
な
べ
て
緑

に
か
す
む
木
の
間
よ
り
ほ
の
か
に
出
づ
る
弓
張
の
月
」
の
如
く
、
上
四
句
が
結
句
と
連
臆
修
飾
の
閲
係
に
あ
り
王
朝
和
歌
の
縮
霊
的
手
法

を
想
起
さ
せ
る
作
品
の
含
ま
れ
る
の
も
、
こ
の
類
の
一
特
色
で
あ
る
。

良
寛
の
短
歌
に
は
中
園
の
詩
文
、
故
事
、
個
説
や
佛
典
と
閥
係
の
あ
る
歌
も
少
敷
な
が
ら
披
見
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
古
歌
に
限
定
し

て
先
行
文
學
と
の
闊
係
に
言
及
し
た
い
。
本
稿
冒
頭
に
引
い
た
文
豪
の
評
語
に
も
見
ら
れ
る
如
く
、
良
寛
の
短
歌
と
萬
葉
集
と
の
結
び
附

せ
る
表
現
形
式
を
良
寛
は
好
ん
で
用
い
た
）
。



他
は
箪
な
る
語
句
利
用
で
あ
っ
て
、
の
墜
り
は
さ
ほ
ど
緊
密
で
は
な

ミ

モ

0

ノ

ィ

ッ

カ

シ

ガ

モ

ト

カ

シ

ガ

モ

ト

い
。
た
ゞ
「
こ
の
殿
の
厳
橿
が
も
と
か
し
が
も
と
わ
れ
は
し
め
け
り
そ
の
か
し
が
も
と
」
（
↑
美
母
呂
能
伊
都
加
斯
賀
母
登
加
斯
賀
母
登

直
由
喜
雷
誓
況
昆
喜
員
闘
疇
直
下
器
）
の
如
く
、
記
紀
に
限
ら
ず
営
時
の
歌
謡
に
特
有
の
音
柴
性
（
押
韻
と
反
覆
の
手
法
）
を

學
ん
で
い
る
黙
が
注
目
さ
れ
る
。
良
寛
の
歌
調
に
古
風
な
味
わ
い
と
優
美
流
麗
な
感
じ
の
共
存
し
て
い
る
の
も
右
の
音
柴
性
振
取
に
基
因

す
る
の
で
あ
る
。

ー！／ー
1

本
歌
の
所
膨
す
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時
代
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ー
右
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ー
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I
I
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i
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ー
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i
1
i
ー
ー
賃
一
首
＿
一
四
九
首

第

四

類

一

―

四

九

首

一

首

作
者
類
別

（
註
）
本
歌
の
所
厨
す
る
時
代
の
属
分
は
澤
泊
久
孝
•
森
本
治
吉
雨
氏
の
『
F

尺
頁
萬
葉
集
』
に
よ
る
。

良
露
の
短
歌
に
つ
い
て

＝ 

四

合

ー舌
"

一
八
六

き
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
古
今
集
以
後
の
和
歌
と
の
閾
係
も
林
甕
雄
（
二
〖
疇
瓢
疇
）
や
四
賀
光
子
氏
（
「
霞
〗

□〗
戸
と
」
鱈
叩
〖
虹
虹
）
、

能
勢
朝
次
氏
（
碍
翫
歌
史
』
）
、
土
屋
文
明
氏
(97

闘
瓢
疇
鱈
言
）
、
須
佐
晋
長
氏
（
戸
塁
繹
三
）
等
に
よ
り
漸
次
明
ら
か
に
さ
れ

て
き
た
。
ま
た
良
寛
の
歌
に
類
す
る
古
歌
の
調
査
ぱ
藤
川
忠
治
氏
（
い
順
冨
麟
:
叩
琴
吟
麟
犀
ご

□”
語
）
、
吉
野
秀
雄
氏
戸
麟
詞
喜
戸
）
、
井

⑨
 

本
農
一
璽
喜
雨
氏
（
嬬
麟
罰
）
の
調
査
を
紐
て
横
山
英
氏
の
諸
論
考
に
至
り
完
璧
な
も
の
に
近
、
つ
い
た
。
私
自
身
も
嘗
て
詳
細
な
調

昭
和
三
七
年
―
二
月
脱
稿
の
論
一
ミ
、

査
を
し
た
こ
と
が
あ
る
ぞ
「
良
露
の
研
究
」
、
未
骰
表
ヵ

い
て
の
調
査
結
果
の
み
を
記
し
て
お
く
。

③
 

記
紀
歌
謡
を
本
歌
と
す
る
良
寛
の
歌
は
一
―

に
す
ぎ
ず

い
ま
は
良
寛
歌
と
の
類
歌
を
提
示
す
る
こ
と
は
止
め
、

そ
の
影
響
闊
係
に
つ



取
し
、

る）。(
2
ニ

で
あ
る
。

良
露
の
短
歌
に
つ
い
て

萬
葉
集
の
恩
恵
を
蒙
っ
て
い
る
良
寛
の
歌
敷
は
右
表
の
通
り
で
あ
る
。

多
少
と
も
題
材
は
異
な
る
に
せ
よ
、

表
中
の
第
一
類
は
大
盟
二
句
以
上
に
亙
っ
て
本
歌
の
語
句
を
揖

「
秋
萩
の
散
り
の
ま
が
ひ
に
さ
を
鹿
の
の
限
り
を
ふ
り
た
て
て
な
く
」
は
、

ご

声

疇

和

」

（

8
-
五
五

0‘

鰐
言
こ
這
遵
）
を
念
頭
に
お
い
て
の
作
と
考
え
ら
れ
る

れ
に
」
と
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
良
寛
の
み
た
と
思
わ
れ
る
『
萬
葉
集
略
解
』
で
は
前
引
の
如
く
『
新
校
萬
葉
集
』

本
歌
と
同
一
も
し
く
は
類
似
の
情
趣
や
意
味
内
容
を
詠
じ
て
い
る
歌
群
で
あ
る
。
例
え
ば

応

如

ご

酎

珀

犀

翌

酎

叩

窟

配

町
み
だ

「
散
り
の
胤

第
二
類
は
第
一
類
と
同
様
に
本
歌
の
語
句
を
原
則
と
し
て
二
句
以
上
借
用
し
な
が
ら
本
歌
と
一

(
1
0
ニ
―
九
六
）

異
な
る
内
容
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
類
は
本
束
な
ら
ば
第
一

は
特
に
目
立
ち
本
歌
の
顕
取
方
法
が
巧
み
に
思
え
る
の
で
分
け
て
お
い
た
｛
＂

湯
原
王
の

（
寛
永
版
本
で
は
第
二
句
が

又
は
巻
八
の
一
五
五
一
―

一
八
七

の
訓
と
同
一
で
あ

の
意
味
内
容
を
異
に
す
る
作
品

し

ぐ

れ

の

あ

め

群
で
あ
る
。
「
時
雨
の
雨
間
な
く
し
降
れ
ば
わ
が
宿
は
千
々
の
木
の
葉
に
う
づ
も
れ
ぬ
ら
む
」
等
が
こ
れ
に
該
嘗
す
る
。
「
四
具
證
能
雨

ま

な

く

し

ふ

れ

ば

ま

き

の

は

も

あ

ら

そ

ひ

か

ね

て

い

る

づ

き

に

け

り

無
間
之
零
者
員
木
葉
毛
争
不
勝
而
色
付
雨
家
里
」

た
は
第
二
類
に
含
め
て
然
る
べ
き
類
で
あ
る
が
、
良
寛
歌
で

「
た
れ
人
か
さ
A

へ
や
す
ら
む
た
ま
ぼ
こ
の
道
忘
れ
て
か
君

が
束
ま
さ
ぬ
」
や
「
し
ほ
の
り
の
山
の
あ
な
た
に
君
を
置
き
て
ひ
と
り
し
寝
れ
ば
生
け
り
と
も
な
し
」
の
よ
う
に
、
萬
葉
集
の
相
聞

如
犀
剛
エ
胃
茸
亨
。
野
国
喫
幻
和
髯
叩
」

(11
三
二
八

0
)
、
「
翠
剛
犀
ご
剛
駅
爾
叩
デ
町
町
幻
戸
粗
網
出
虞
宕
髯
」

一
七
）
を
轄
化
し
て
知
人
や
弟
に
輿
え
た
歌
が
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
。
第
四
類
は
萬
葉
集
の
み
に
初
出
の
語
句
を
利
用
し
た
歌

一
に
、
萬
葉
集
に
到
す
る
良
寛
の
嗜
好
は
主
と
し
て
第
ニ
・

一
・
三
期
と
巻
十
な
ど
の
作
者
不
明
の
萬
葉
歌
に
範
を
仰
い
だ

の
調
査
に
基
づ
い
て
良
寛
歌
と
萬
葉
集
と
の
闘
係
を
要
約
す
る
と
、

三
・
四
期
の
作
品
と
巻
十
を
中
心
と
す
る
作
者
不
明
歌
に
あ
る
。
殊
に
吟

形
跡
が
良
寛
の
歌
に
多
い
。
こ
れ
は
良
寛
の
書
き
の
こ
し
た
萬
葉
短
歌
抄
の
骰
稲
。
安
田
靱
彦
氏
蔵
の
所
謂
「
あ
き
の
A

」
と
新

潟
縣
の
中
村
氏
所
蔵
本
と
が
あ
る
。
）
中
の
萬
葉
抄
出
歌
（
そ
の
多
く
は
温
和
平
明
な
歌
風
で
あ
る
。
）
を
巻
別
、
時
代
別
に
調
査
し
た

④
 

結
果
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
に
、
右
の
記
述
と
も
閲
聯
す
る
が
、
良
寛
は
生
活
即
藝
術
的
な
創
作
態
度
を
萬
葉
集
か
ら
學
ぶ
と
と

の
歌
の
上
二
句
を
利
用
し
下
句
で



も
に
、
そ
の
作
歌
態
度
に
は
極
め
て
織
細
で
風
流
を
架
し
む
傾
向
も
み
ら
れ
る
。
「
山
里
に
櫻
か
ざ
し
て
思
ふ
ど
ち
遊
ぶ
春
日
は
暮
れ
ず

と
も
よ
し
」
は
良
寛
自
身
の
生
活
を
あ
り
の
ま
ミ
詠
じ
た
歌
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
萬
葉
時
代
後
期
の
知
識
人
的
な
風
流
心
を
惑

じ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
れ
は
良
寛
が
萬
葉
第
三
期
以
後
の
作
品
を
愛
好
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
萬
葉
短
歌
抄
の
抄
出
歌
か

ら
も
蹄
納
で
き
る
よ
う
に
、
萬
葉
集
巻
十
を
は
じ
め
と
す
る
作
者
不
明
歌
へ
の
異
常
な
愛
着
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
萬
葉
集

巻
七
·
+
•
十
一
・
十
二
所
牧
の
作
者
不
明
歌
が
作
者
名
を
持
た
な
い
の
は
、
撰
者
が
こ
れ
ら
の
歌
を
歌
作
の
規
範
と
し
て
編
纂
し
た
為

（
謬
）
•
寄
物
（
言
）

に
部
立
・
分
類
へ
注
意
が
彿
わ
れ
、
作
者
名
等
へ
の
記
録
的
興
味
が
後
退
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
、
巻
十
は
詠
物

の
排
列
か
ら
な
り
、
そ
の
歌
敷
の
多
寡
は
季
節
別
に
み
て
も
古
今
集
の
順
位
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
巻
十
一
・
十
二
も
僻
書
的
大
項
目
に

あ
わ
せ
て
排
列
す
べ
く
努
め
ら
れ
て
お
り
、
巻
十
と
と
も
に
奈
良
朝
の
知
識
人
、
風
流
人
の
歌
作
の
参
考
に
供
す
る
為
に
作
ら
れ
た
手
控

え
を
基
礎
と
し
た
作
品
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
そ
の
所
牧
作
品
は
飛
鳥
藤
原
時
代
か
ら
奈
良
朝
初
期
の
も
の
で
常
代
知
識
階
級

の
一
般
的
水
準
に
逹
し
た
作
が
主
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
の
諸
貼
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
琴
疇
亨
麟
麟
疇
蘇
麟
〗
萬
』
鱈
』
）
が
、
良
寛
が
如
上

の
特
質
を
有
す
る
作
者
不
明
歌
貪
仰
麟
＋
）
を
暗
誦
す
る
ま
で
に
讀
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
良
寛
が
歌
を
學
ぶ
に
際
し
て
は
古
今
集
を

讀
む
こ
と
か
ら
出
疲
し
た
と
推
定
す
る
が
、
そ
の
古
今
的
な
も
の
の
見
方
を
多
分
に
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
彼
が
定
珍
そ
の
他
の
人
々

か
ら
萬
葉
集
を
借
り
て
諮
ん
で
ゆ
く
う
ち
に
古
今
集
と
一
脈
の
繋
り
を
有
す
る
作
者
不
明
歌
を
知
り
、
そ
れ
を
愛
好
す
る
に
至
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
第
三
に
、
良
寛
に
は
萬
葉
集
の
相
聞
・
挽
歌
を
換
骨
奪
胎
し
て
親
愛
感
あ
ふ
れ
る
附
答
歌
に
再
生
し
た
歌
が
殿
々
見
出
さ
れ
る
。

こ
れ
も
萬
葉
集
と
良
寛
と
に
於
て
見
逃
し
難
い
事
柄
で
あ
る
。

）
で
燭
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
要
勘
の
み
を

『
文
車
』
第
十
四
琥
「
良
廊
の
短
歌
」
ー
古

古
今
集
以
後
の
和
歌
と
の
闘
係
に
つ
い
て
は
薔
稿
（
今
集
以
後
の
和
歌
と
の
闘
係
を
中
心
に
ー

記
し
て
お
く
と
、
良
寛
の
短
歌
は
古
今
歌
に
も
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
人
間
感
情
が
員
率
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
懇
．
哀
傷
歌
を
封
詠
・
獨

詠
の
歌
に
轄
化
し
た
作
品
の
存
す
る
の
は
萬
葉
集
の
相
聞
・
挽
歌
の
場
合
と
似
て
い
る
が
、
本
歌
と
な
っ
て
い
る
懇
歌
の
大
部
分
が
誼
人

知
ら
ず
時
代
の
作
で
あ
る
貼
は
注
意
さ
れ
る
。
し
か
し
、
良
寛
は
古
今
集
（
峠
亨
5
麟
仙
）
に
特
徽
的
な
見
立
て
趣
向
の
施
さ
れ
た
歌
を
模

良
露
の
短
歌
に
つ
い
て

一
八
八



良
郷
の
短
歌
に
つ
い
て

倣
し
て
理
智
的
な
作
品
を
も
詠
ん
で
お
り
、
古
今
集
に
封
す
る
彼
の
嗜
好
は
必
ず
し
も
詔
人
知
ら
ず
時
代
の
作
に
偏
っ
て
は
い
な
い
。
ま

た
、
用
語
・
素
材
の
面
で
屏
風
給
の
題
詠
的
な
歌
を
連
想
さ
せ
る
作
品
も
若
干
あ
る
。

次
に
、
王
朝
和
歌
と
の
直
接
的
な
闊
係
は
萬
葉
集
や
古
今
集
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

い
。
特
に
人
生
詠
嘆
的
な
歌
は
良
寛
歌
の
表
現
内
容
を
強
く
規
制
し
て
い
る
。
ま
た
王
朝
和
歌
集
の
う
ち
で
書
と
歌
と
の
雨
面
か
ら
良
寛

に
影
響
を
及
ぼ
し
た
秋
萩
帖
と
倭
漠
朗
詠
集
と
の
存
在
は
見
落
せ
な
い
。
前
者
所
牧
歌
の
約
半
敷
が
用
語
・
装
想
の
貼
で
直
接
、
間
接
に

良
寛
歌
と
結
び
附
い
て
お
り
、
そ
の
振
取
状
況
を
み
る
と
技
巧
が
~
入
っ
た
歌
ぱ
顧
み
ら
れ
て
お
ら
ず
、
人
生
詠
嘆
的
な
内
容
で
素
直
な
詠

み
ぶ
り
の
歌
が
好
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
後
者
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
後
者
の
和
歌
三

0
首
以
上
を
良
寛
は
本
歌
と
し
て
い

る
。
そ
の
多
く
は
古
今
集
以
降
の
作
者
名
の
明
ら
か
な
作
品
で
、
讀
人
知
ら
ず
歌
、
古
歌
、
萬
葉
集
初
出
歌
は
合
計
九
首
に
す
ぎ
な
い
。

更
に
後
者
の
書
物
と
し
て
の
組
織
が
良
寛
歌
に
典
え
た
影
響
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
書
の
詩
歌
が
大
小
の
題
目
下
に
類
緊
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
題
が
良
寛
の
短
歌
の
素
材
・
内
容
に
相
嘗
張
く
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
従
来
は
良

寛
と
王
朝
和
歌
と
の
闊
聯
を
論
ず
る
際
に
後
撰
集
以
下
の
勅
撰
集
や
私
撰
集
、
物
語
類
な
ど
四

0
近
く
の
書
名
を
掲
げ
て
比
較
劉
照
し
て

い
る
が
、
良
寛
歌
と
直
接
闊
係
の
認
め
ら
れ
る
王
朝
和
歌
の
初
出
歌
集
（
或
は
物
語
）
は
十
敷
貼
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
は
箪
な
る
類
句

使
用
に
と
ゞ
ま
り
直
ち
に
原
典
を
指
摘
で
き
な
い
。
し
か
も
良
寛
は
そ
れ
ら
の
歌
集
や
物
語
の
歌
を
直
接
に
見
た
と
い
う
よ
り
も
、
営
時

盛
行
を
き
わ
め
た
類
題
和
歌
集
・
歌
肉
・
和
歌
作
法
指
南
書
や
上
記
の
秋
萩
帖
・
朗
詠
集
・
近
世
の
歌
謡
等
を
通
じ
て
間
接
的
に
學
ん

だ
と
思
わ
れ
る
貼
が
多
い
の
で
あ
る
。

曹
洞
輝
を
修
め
た
良
寛
が
宗
祖
道
元
の
歌
集
『
傘
松
道
詠
』
所
牧
歌

一
八
九

な
っ
て
い
る
道
元
祠
師
の
歌
に
比
べ
る
と
良
寛
の
歌
は
厳
格
さ
に
餓
け
、
自
責
や
他
力
本
願
を
内
容
と
し
た
歌
が
多
く
、
道
歌
的
内
容
の

作
品
や
技
巧
の
す
ぎ
た
も
の
は
採
っ
て
い
な
い
。
ま
た
同
書
後
半
の
「
草
庵
雑
詠
」
は
内
容
面
で
良
寛
の
歌
と
共
通
の
題
材
を
取
扱
っ
て

い
る
為
に
、

か
な
り
の
量
が
良
寛
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。

ん
で
い
る
の
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
ゞ
、
本
歌
と

疲
想
法
や
語
句
利
用
の
貼
で
は
前
二
者
に
劣
ら
な



葉
を
歌
中
に
用
い
た
例
も
少
な
く
上
（
は
い
。
そ
の
多
く

え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
更
に
近
代
的
な
感
覺
の
も
ら
れ
た
「
あ
す

寛
の
短
歌
の
一
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
上
述
の

で
あ
る
為

な
に
と
な
く
心
さ
や
ぎ
て
い
ね
ら
れ
ず
あ

そ
の
ま
こ

1

で‘

い
表
わ
さ
れ
た
と
い

の
庵
に
ね
ざ
め
て
き
け
ば
あ
し
ひ
き
の
岩
根
に
お
つ
る
瀧
つ
せ
の

よ
う
に
生
活
質
感
に
即
し
て
事
質
を
あ
り
の
ま
上
索
直
に
表
出
す
る
黙
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
技
巧
と
言
い
得
る
も
の
は
殆
ん
ど
な
く
表
現

が
無
造
作
で
あ
り
、

自
在
な
表
現
の
う
ち
に
員
李
な
抒
惜
の
調
べ
が
横
溢
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。

る
歌
に
も
看
取
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
「
梅
の
花
こ
よ
ひ
の
月
に
か
ざ
し
て
ば
春
ぱ
過
ぐ
と
も
何
か
思
は
む
」

に
移
し
て
と
ど
め
て
ば
春
は
過
ぐ
と
も
形
見
な
ら
ま
し
声
〗
ー
が
ィ
）
に
於
て
、
古
今
歌
が
理
窟
っ
ぽ
い
の
に
到
し
良
寛
歌
は
素
直
に
詠
ま
れ

て
い
る
為
に
却
っ
て
味
わ
い
が
深
く
な
っ
て
い
る
。
私
は
先
に
古
今
集
以
後
の
和
歌
も
良
寛
に
少
な
か
ら
ず
掘
取
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
が
、
そ
れ
は
一
度
知
識
と
い
う
濾
過
器
を
通
し
て
詠
ま
れ
た
平
安
朝
以
降
の
歌
と
は
異
な
り
、
良
寛
が
頭
に
ひ
ら
め
く
ま
A

に
王

朝
和
歌
の
表
現
・
語
句
等
を
利
用
し
た
結
果
に
基
づ
く
場
合
が
大
半
で
あ
る
と
い
う
事
質
を
前
提
と
し
て
の
み
首
肯
さ
れ
る
べ
き
事
象
な

の
で
あ
る
。
上
述
の
詠
風
は
一
方
で
歌
の
内
容
の
輩
純
化
を
招
き
、
そ
れ
が
徹
底
さ
れ
て
甚
だ
味
わ
い
の
乏
し
い
作
品
も
生
れ
て
お
り
、

他
方
で
は
「
月
よ
み
の
光
を
待
ち
て
蹄
り
ま
せ
山
路
は
栗
の
い
が
の
お
つ
れ
ば
」
の
下
句
の
如
く
一
首
を
具
象
性
に
富
ん
だ
も
の
と
し
良

た
結
果
と
し
て
、
良
寛
に
は
口
語
的
競
想
の
歌
や
口
語
的
な
平
俗
な
言

四

A

わ
り
な
く
、
次
に
列
拳
す
る
よ
う
な
特
色
を
持
つ

良
賀
の
短
歌
に
つ
い
て

(
＾
ー
栴
が
香
を
袖

）
の
傾
向
は
古
歌
と
閥
係
の
あ

良
寛
の
短
歌
に
於
け
る
表
現
手
法
上
の
第
一
の
特
徴
は

の

詳

細

な

調

査

表

ぱ

全

て

省

略

し

た

が

、

古

歌

に

て

い

る

良

寛

の

に

提

示

し

た

よ

う

に

網

歌

敷

の

約
5
8
%
（
六
五
八
首
）
に
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
本
歌
と
の
閻
係
が
比
較
的
密
接
な
歌
は

18
％
強
（
二

0
五
首
）
に
と
ゞ
ま
り
、
残

餘
の

40
％
強
（
四
五
は
箪
に
本
歌
の
語
句
を
借
用
し
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
良
寛
の
短
歌
は
古
歌
と
の
閾
聯
性
の
有
無
に
か

で
代
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
九
〇



良
露
の
短
歌
に
つ
い
て

を
謳
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
越
後
の
風
土
と
と
も
に
、

秋
の
「
月
」
、
冬
の

春
ぱ
「
花
」

を
こ
め
る
手
法
を
一
首
中
に
度
々
取
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

な
く
」
で
は
淡
々
と
客
観
的
に
詠
み
流
し
た
う
ち
に
深
い
寂
宝
惑
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
し
、

「
こ
の
ゆ
ふ
べ
ね
ざ
め
て
聞
け
ば
さ
を
鹿
の
磐
の
限
り
を
ふ
り
た
て
て

(

r

、
マ
）

「
あ
き
は
ぎ
の
さ
く
を
と
を
見
と
な
つ
く
さ

の
つ
ゆ
を
わ
け
わ
け
と
ひ
し
き
入
は
も
」
か
ら
ぱ
貞
心
尼
へ
の
溢
れ
る
ば
か
り
の
親
愛
の
情
が
感
得
で
き
心
と
心
の
劉
話
を
思
わ
せ
る
が
、

い
ず
れ
も
右
の
手
法
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
臆
言
止
め
と
の
併
用
に
よ
り
辮
甕
的
性
質
を
有
す
る
印
象
的
な
歌
も
詠
出
さ
れ

「
あ
し
ひ
き
の
片
山
か
げ
の
夕
月
夜
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
山
梨
の
花
」

の
如
く
華
麗
美
よ
り
も
清
楚
な
惑
じ
の
多
く
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

を
次
に
略
記
す
る
。
素
材
が
そ
の
ま

分
類
は
佐
佐
木
信
綱
氏
）

良
寛
の
短
歌
の
素
材
を
天
文
・
動
物
・
植
物
に
限
定
し
て
調
査
し
た
結
果
（
『
分
類
萬
葉
集
』
に
よ
る

A

内
容
を
表
わ
し
ぱ
し
な
い
が
、
そ
の
中
心
を
な
ず
も
の
で
あ
り
作
者
の
感
動
の
契
機
を
知
る
上
に
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
季
節
別

に
素
材
の
総
敗
を
み
る
と
、
秋
・
春
・
夏
・
冬
の
順
と
な
り
、
そ
の
多
寡
は
、
良
窺
の
短
歌
は
勿
論
、
萬
葉
集
巻
十
や
古
今
集
の
四
季
別

の
歌
敗
と
も
同
順
序
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
季
節
別
に
み
て
も
、
天
文
・
動
物
・
植
物
を
各
々
分
っ
て
調
べ
る
と
上
記
の
順
序
は
植

物
の
場
合
に
の
み
一
致
し
、
天
文
・
動
物
で
は
秋
に
次
い
で
各
々
冬
・
夏
が
第
二
位
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
良
寛
が
特
に
「
雪
」
「
ほ

と
＼
ぎ
す
」
を
素
材
と
し
て
愛
好
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
天
文
・
動
物
・
植
物
を
一
括
し
て
比
較
す
る
と
、
植
物

(
5
0
%
）
・
天
文

(
3
2
%
）
・
動
物

(
1
8
%
）
の
順
に
な
り
良
寛
の
素
材
が
全
臆
と
し
て
植
物
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
を
敦
え
て
く
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
春
秋

の
素
材
に
著
し
く
、
夏
冬
で
は
動
物
・
天
文
が
各
々
第
一
位
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ぱ
先
の
場
合
と
同
じ
く
良
寛
の
素
材
へ
の
好
み
が
、

「
露
」
に
、
冬
は

「
櫻
」
に
、
夏
は
「
ほ
と
こ
ぎ
す
」
に
、
秋
は
「
萩
」
を
は
じ
め
と
す
る
野
の
草
花
と
「
月
」

あ
っ
た
こ
と
の
證
左
で
あ
る
。
個
々
の
素
材
を
検
討
す
る
と
天
文
で
は
春
の

て
い
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
主
と
し
て
静
的
な
世
界
で
あ
り
、

一
九
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使
用
回
敷
の
貼
で
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彼
の
生
活
及
び
他
統
文
學
か
ら
来
る
と
こ
ろ
の
風
流
意
識
の
反
映
で
も
あ
る
。

に；

し
分
な
く
質
現
さ
れ
て
い
る

て

で
は
な
い
。
表
現
上
の

一の

ャ（、
~. 

い
ず
客
観
描
窮
の
奥
に
深
い
餘
情

し
た
は
春
の
は
じ
め
と
お
も
へ
ば
」
に
至
っ
て
は
、
用
語
の
平
明
と
惑
情
の
自
然
と
を
弧
調
し
た
磁
庵
の
「
た
ゞ
こ
と
歌
」
の
理
想
が
申



涯
を
肯
定
的
に
詠
ん
だ
歌
が
少
な
く
な
い
。

定
珍
宛
の
歌
）
を
占
め
る
貼
に
あ
る
が
、

に
二
、
三
の
例
を
掲
げ
よ
う
。
隠
遁
者
で
あ
っ
た
良
寛
に
は
孤
獨
の
境

良
寛
の
愛
し
た
動
植
物
も
平
凡
陳
胸
な
ら
の
が
多
い
。
そ
の
主
な
も
の
は
「
ほ
と
~
:
ぎ
す
」
「
雁
」
「
鹿
」
「
か
は
づ
」
「
虫
」
「
花
」

「
梅
」
「
櫻
」
「
山
吹
」
「
卯
の
花
」
「
紅
葉
」
「
花
」
「
若
菜
」
「
す
み
れ
」
「
萩
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
萬
葉
集
の
巻
七
・
十
・
十
一
・
十
二

に
於
け
る
詠
物
•
寄
物
に
用
い
ら
れ
た
物
の
名
と
一
致
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
倭
漠
朗
詠
集
の
題
目
や
古
今
集
類
緊
の
素
材
と
も
ほ
ぼ
合

致
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
大
暢
に
於
て
巨
視
的
な
観
察
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
自
然
は
純
粋
に
叙
景
と
し
て
詠
ま
れ

る
こ
と
が
少
な
く
、
劉
詠
歌
に
於
け
る
心
情
表
現
の
媒
介
と
し
て
生
か
さ
れ
た
り
草
庵
生
活
の
寂
蓼
感
を
訴
え
る
手
段
と
し
て
選
ば
れ
る

こ
と
が
多
い
。
結
局
、
良
寛
の
短
歌
に
は
詠
出
態
度
に
於
て
窟
生
か
ら
出
披
し
た
と
思
わ
れ
る
貼
が
み
ら
れ
内
容
の
貼
で
は
罷
瞼
的
要
素

が
披
見
で
き
る
に
も
拘
ら
ず
、
生
活
環
境
か
ら
の
新
た
な
素
材
の
痰
掘
は
僅
少
で
あ
っ
て
、
素
材
選
揮
の
面
で
は
古
今
集
以
後
の
題
詠
歌

に
み
ら
れ
る
勅
撰
集
的
な
傾
向
が
主
流
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
表
現
手
法
に
は
先
行
文
學
か
ら
束
る
と
こ
ろ
の
偲
統
的
美
意
識
が
働
き
か

け
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
良
寛
が
古
今
的
な
歌
か
ら
出
漿
し
、
秋
萩
帖
、
倭
漠
朗
詠
集
を
経
て
萬
葉
集
巻
十
を
中

心
と
す
る
作
者
不
明
歌
の
世
界
へ
到
逹
し
た
為
、
そ
れ
ら
の
書
に
僻
書
的
に
分
類
さ
れ
て
い
る
題
目
下
の
自
然
に
心
を
ひ
か
れ
た
か
ら
で

も
あ
ろ
う
。

最
後
に
内
容
的
に
み
た
良
寛
の
短
歌
の
特
色
を
掲
げ
る
。
彼
の
作
品
の
特
異
性
は
題
詠
歌
の
少
な
い
貼
（
明
ら
か
に
題
詠
と
認
め
ら
れ

る
の
は
全
歌
敷
の
約
5
%
)
、
獨
詠
歌
の
多
い
貼
（
全
歌
敷
の
約
6
8
%
）
、
劉
詠
歌
が
短
歌
練
敷
の
約
2
7
%
（
三
三
九
首
ー
こ
の
約
35
％
は

良
露
の
短
歌
に
つ
い
て

草
庵
孤
住
の
佳
し
さ
を
詠
じ
た
作
品
が
目
立
っ
て
い
る
。

て
、
そ
の
佗
し
さ
に
堪
え
き
れ
な
く
な
っ
た
時
、
人
間
思
慕
の
感
懐
が
自
然
に
流
露
し
て
歌
と
な
る
。
こ
れ
が
第
二
の
特
色
で
あ
る
。
特

そ
し

内
容
的
に
み
る
と
第

に
そ
れ
が
劉
詠
歌
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
世
の
中
に
交
ら
ぬ
と
に
は
あ
ら
ね
ど
も
ひ
と
り
遊
び
ぞ
我
は
ま
さ
れ
る
」
は
孤
獨
を
愛
し

閑
寂
を
求
め
た
良
寛
の
心
を
端
的
に
示
す
例
で
あ
り
、

「
冬
な
が
ら
世
の
春
よ
り
も
し
づ
け
き
は
雪
に
う
も
れ
し
越
の
山
里
」
は
世
上
と

の
接
燭
を
絶
ち
山
里
の
草
庵
に
寂
然
と
安
住
し
て
い
る
こ
と
を
誇
示
し
て
い
る
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
「
し
き
た
へ
の
枕

一
九



良
露
の
短
歌
に
つ
い
て

さ
ら
ず
て
き
り
ぎ
り
す
夜
も
す
が
ら
な
く
枕
さ
ら
ず
て
」

せ
た
ど
り
た
ど
り
に
」

の
風
土
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
、

草
庵
に
孤
棲
す
る
身
の
寂
蓼
感
に
端

世
を
避
け
人
を
厭
い
孤
獨
を
求
め
な
が
ら
も
、

な
お
世
を
思
い
人
を
懐
し
ま

「
い
ま
よ
り
は
つ
ぎ
て

「
山
か
げ
の
草
の
い
ほ
り
は
い
と
さ
む
し
柴
を
た
き
っ
上
夜
を
明
か
し
て
む
」

も
は
や
深
い
寂
莫
と
高
い
孤
獨
に
堪
え
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。

「
み
山
び
の
雪
降
り
つ
も
る
夕
ぐ
れ
は
我
が
心
さ
へ
け
ぬ
べ
く
お
も
ほ
ゆ
」

誰
か
と
ふ
べ
き
」
と
讀
み
進
む
に
つ
れ
て
良
寛
の
孤
影
が
漸
次
強
烈
さ
を
帯
び
、
第
三
首
目
に
至
る
と
草
庵
に
孤
住
し
て
い
た
良
寛
が
、

「
わ
が
宿
は
國
上
山
も
と
こ
ひ
し
く
ば
た
づ
ね
て
束
ま

つ
も
ら
ま
し
み
ち
ふ
み
わ
け
て

「
事
し
あ
れ
ば
事
し
あ
り
と
て
君
は
こ
ず
事
な
き
と
き
は
お
と
づ
れ
も
な
し
」
は
箪
な
る
挨
拶
の
歌
で
あ
る
以
上

に
、
痛
切
な
人
間
愛
慕
の
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
晩
年
に
な
る
ほ
ど
右
の
傾
向
は
顆
著
に
な
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
最
晩
年
の
木
村
家
時
代
に
貞
心
尼
に
賑
っ
た
次
の
歌
は
そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
「
あ
づ
さ
ゆ
み
春
に
な
り
な
ば
草
の
庵

を
と
く
出
て
束
ま
せ
逢
ひ
た
き
も
の
を
」
。
こ
の
よ
う
に
、

ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
情
味
豊
か
な
良
寛
の
側
面
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
春
の
到
束
を
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
歌
が
あ
る
の
も
、

『
北
越
雪
譜
』
上
之
）

皐
に
「
春
の
花
ど
も
一
時
に
ひ
ら
く
」
后
「
雪
蟄
」
の
項

を
装
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
良
寛
に
は
世
道
人
心
の
衰
退
に
悲
憤
を
感
じ
て
詠
ん
だ
歌
も
み
ら
れ
る
が
、
時
代
の
制
約
も
あ
っ
て
か
、
消
極
的
な
自
責
や
反

省
の
域
に
と
ゞ
ま
っ
て
い
る
歌
が
大
部
分
で
あ
る
。
繹
敦
歌
に
類
す
る
例
も
相
嘗
敷
あ
る
が
、
そ
の
性
質
上
、
概
念
的
で
あ
っ
て
文
學
的

債
値
は
少
な
い
。
一
般
に
思
想
的
な
内
容
を
取
扱
っ
た
場
合
、
彼
の
漢
詩
に
心
う
つ
作
品
が
多
い
の
ぱ
詩
型
本
束
の
制
約
に
も
よ
る
の
で

あ
ろ
う
。
懐
薔
的
な
内
容
の
歌
、
老
境
を
傷
む
歌
な
ど
に
は
古
束
よ
く
用
い
ら
れ
る
ー
自
然
の
悠
久
と
の
劉
比
を
以
て
す
る
と
い
う
ー
表

現
手
法
が
常
用
さ
れ
て
い
る
の
で
新
奇
さ
に
峡
け
る
け
れ
ど
も
、

一
首
全
鶴
が
無
技
巧
で
あ
る
為
に
却
て
表
現
効
果
の
高
め
ら
れ
て
い
る

例
も
少
な
く
な
い
。
無
常
を
主
題
と
し
た
歌
は
観
念
的
色
彩
を
帯
び
が
ち
で
あ
る
が
、
良
寛
の
場
合
は
、
偲
統
的
な
表
現
法
を
踏
襲
し
な

が
ら
も
、
総
じ
て
骰
瞼
が
基
底
を
な
し
て
い
る
の
で
員
李
な
響
き
を
有
し
て
い
る
。
良
寛
歌
集
に
「
余
能
難
可
者
東
而
毛
閑
久
天
裳
於
奈

之
古
登
美
也
毛
和
羅
也
裳
波
天
志
難
氣
麗
婆
」
が
逍
墨
と
し
て
牧
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
人
生
観
に
彼
が
共
嗚
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う

一
九
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形
態
論
的
な
考
察
が
主
に
な
っ
た
が
、
良
寛
の
詠
風
を
概
観
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
彼
の
短
歌
は
生
活
に
基
盤
を
お
い
た

個
性
味
豊
か
な
作
品
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
専
門
歌
人
の
歌
を
排
し
題
詠
を
離
れ
て
賓
情
賓
感
を
端
的
に
表
現
す
る
こ
と

を
強
調
し
た
彼
自
身
の
歌
論
の
質
践
に
他
な
ら
な
い
。
闘
係
資
料
の
不
足
が
禍
し
て
良
寛
の
詩
歌
論
展
開
の
跡
を
辿
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
が
、
彼
の
漢
詩
「
可
怜
好
丈
夫
間
居
好
題
詩
古
風
擬
漠
魏
近
腔
唐
作
師
斐
然
其
為
章
加
之
以
新
奇
不
嵩
心
中
物
雖
多

復
何
為
」
や
大
闘
文
仲
の
「
祠
師
曰
、
我
言
璽
芝
所
欲
耳
、
何
磐
病
之
知
、
其
有
躙
於
詩
律
者
、
即
賂
為
誓
」
（
瓢
胃
）
、
文
豪

の
『
喫
姻
詩
話
』
等
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
良
寛
は
詩
に
つ
い
て
は
章
句
が
如
何
に
美
詞
新
奇
で
あ
っ
て
も
心
情
が
描
出
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
詩
は
員
情
表
現
を
生
命
と
す
べ
き
で
あ
る
と
説
き
、
詩
律
を
排
し
古
代
人
の
慎
情
が
猿
露
し
て
い
る
詩
紐
等
を
推
奨
し
て

い
る
。
こ
れ
に
似
た
詩
論
は
伊
藤
仁
齋
や
詩
紐
大
序
以
束
の
文
學
論
を
継
承
す
る
儒
者
の
言
説
に
も
み
え
る
が
、
右
の
よ
う
な
主
張
は
詠

歌
論
で
は
一
層
徹
底
し
て
い
る
。
「
師
嫌
フ
虞
ハ
（
岬
）
歌
ョ
ミ
ノ
歌
、
又
、
題
ヲ
出
シ
テ
歌
ョ
ミ
ヲ
ス
ル
」
（
闘
言
勾
）
、
「
或
人
問
師

以
欲
學
和
歌
、
師
日
、
可
讀
萬
葉
集
、
或
人
曰
、
萬
葉
集
詞
古
而
所
不
解
多
突
、
師
曰
、
唯
以
卿
所
解
之
詞
、
述
卿
所
思
之
事
、
何
不
足

之
有
」
（
麟
[
良
〗
麟
“
,
二
が
そ
の
明
證
と
な
ろ
う

o

題
飲
笠
坤
斥
し
口
具
心
』
を
以
て
贔
心
ひ
」
を
述
べ
る
こ
と
を
歌
の
本
意
と
す

る
主
張
は
近
世
崇
古
派
歌
人
の
間
に
聞
か
れ
た
し
（
鱈
麟
鱈
[
“
疇
麟
こ
、
良
寛
父
子
の
歌
作
上
の
師
友
大
村
光
枝
の
草
し
た
一
文
「
図
風

）
に
も
み
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
輩
な
る
言
説
に
終
っ
て
い
る
観
が
あ
る
。
ま
た
近
代
の
短

相
馬
御
風
氏
『
良
露
百
考
』

の
こ
こ
ろ
」
一
一
五
八
l
一
五
九
頁
に
醜
刻

歌
革
新
は
、
右
の
よ
う
な
主
張
を
強
力
に
推
進
し
短
歌
を
花
鳥
諷
詠
の
世
界
か
ら
賓
生
活
の
臆
験
を
表
白
す
る
生
活
歌
の
世
界
へ
移
行
さ

が
、
と
も
か
く
、

五

古
歌
の
模
倣
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、

に
」
の
心
境
そ
の
ま
＼
に
、
無
常
の
人
生
に
訂
す
る
諦
念
と
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
一

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

良
瑯
の
短
歌
に
つ
い
て

良
寛
は

の
自
信
と
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
生
き
て
い
っ
た
と

「
世
の
中
は
何
に
た
と
へ
む
弱
彦
に
た
ゆ
た

九
四

の
風
の
ま
に
ま



良
露
の
短
歌
に
つ
い
て

黄
閣
園
久
住

そ
も
そ
も
良
寛
に
と
っ
て
詩
歌
は
如
何
な
る
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

偶
逢
兒
童
打
毬
子

一
九
五

せ
る
こ
と
を
以
て
出
装
し
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
題
材
・
用
語
の
面
で
侮
統
文
學
の
影
響
を
蒙
り
な
が
ら

も
、
生
活
全
騰
が
さ
な
が
ら
投
影
さ
れ
て
い
る
良
寛
の
短
歌
は
誠
に
貴
重
な
存
在
で
あ
っ
て
、
近
代
短
歌
の
一
先
謳
と
し
て
近
世
和
歌
史

上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
國
上
下
分
乙
子
森
中
有
草
庵
寄
残
年

他
日
秀
才
相
問
取
安
在
菌
時
痴
冗
輝
」
や
「
我
性
多
逸

拾
句
自
成
詩
」
そ
の
他
の
彼
の
詩
句
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
興
に
乗
じ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
賦
詩
詠
歌
は
里
の
幼
な

子
と
手
毬
を
つ
い
て
遊
び
暮
し
た
り
静
夜
に
友
人
と
文
學
論
に
花
を
咲
か
せ
た
り
玄
冬
の
夜
に
古
人
の
詩
集
を
幡
き
つ
つ
往
時
を
偲
ぶ
こ

と
等
と
憂
も
違
わ
ぬ
も
の
で
あ
っ
に
。
良
寛
の
詩
歌
は
生
活
の
一
部
で
あ
り
生
活
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
生
活
か
ら
遊
離
し
た
も

⑦
 

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
浄
行
の
除
事
と
稲
す
る
の
も
よ
い
。
良
寛
に
贈
答
歌
が
多
い
の
は
、
草
庵
孤
住
の
深
い
寂
霙
に
堪

清
風
明
月
似
有
縁

更
乗
逸
興
頻
成
篇

え
き
れ
ず
し
て
人
の
束
訪
を
促
が
す
氣
持
、
或
は
自
か
ら
の
生
活
を
物
質
・
精
神
の
雨
面
か
ら
支
え
て
く
れ
る
人
々
へ
の
惑
謝
の
念
を
歌

に
託
し
賑
答
し
た
為
で
、
歌
は
い
わ
ば
生
活
の
具
で
も
あ
っ
て
生
活
の
中
か
ら
生
れ
生
活
の
中
で
育
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
郎
興
性
の
故
に
良
寛
の
短
歌
は
複
雑
に
し
て
整
備
さ
れ
た
博
統
和
歌
よ
り
も
箪
純
且
つ
未
完
成
で
歌
謡
的
性
格
も
多
く
、
そ
れ
だ
け
古

代
和
歌
的
様
相
を
多
く
帯
び
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
萬
葉
集
の
作
者
不
明
歌
、
古
今
集
の
讀
人
知
ら
ず
歌
や
歌
謡
文
學
と
結
び
つ

く
基
盤
も
存
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
即
興
性
故
に
口
語
的
披
想
歌
も
生
れ
、
そ
れ
が
期
せ
ず
し
て
「
た
ゞ
こ
と
歌
」
の
賓
践
に
な

っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
獨
詠
歌
も
前
に
述
べ
た
文
學
観
の
所
産
で
あ
っ
て
、
學
問
的
反
省
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
る
が
ま
A

の
心
情
を
あ
る
が
ま
4

に
表
現
し
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
良
寛
自
身
の
生
活
に
根
ざ
し
た
個
性
味
豊
か
な
作
品
や
近
代
的
感
覺
の
横
溢

し
た
佳
品
の
間
に
屑
歌
や
古
歌
の
模
倣
．
瓢
籟
を
思
わ
せ
る
作
品
が
存
す
る
の
は
、
人
々
に
強
い
ら
れ
て
書
い
た
り
感
興
の
赴
く
に
ま
か

⑧
 

せ
て
筆
を
走
ら
せ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
自
他
の
作
品
の
犀
別
な
ど
彼
の
意
識
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に

理
解
す
れ
ば
前
章
ま
で
に
於
て
履
々
み
ら
れ
た
後
世
風
の
問
題
も
解
決
が
つ
こ
う
。

興

朱
門



そ
し
て
何
よ
り
も
見
逃
し
難
い
の
は
、
長
歌
「
花
盗
人
」
や
四
百
餘
篇
の
漠
詩
が
示
す
よ
う
に
、
良
寛
は
短
歌
に
な
い
文
學
の
世
界
を

も
具
有
し
て
い
た
人
で
あ
り
、
人
生
の
諸
問
題
に
闊
す
る
思
想
臆
瞼
を
感
情
的
昂
揚
に
よ
り
詩
的
形
象
に
ま
で
昇
華
さ
せ
得
る
、
慎
の
意

味
で
の
抒
情
詩
人
で
あ
っ
た
貼
で
あ
る
。
あ
の
豊
富
な
感
受
性
と
強
い
感
傷
の
溢
れ
た
抒
情
詩
歌
の
奥
底
に
歌
謡
的
な
リ
ズ
ム
が
感
得
で

き
る
の
は
、
彼
が
内
的
及
び
外
的
紐
瞼
を
主
観
化
し
情
趣
豊
か
な
も
の
に
轄
化
さ
せ
る
過
程
に
於
て
、
感
情
の
波
動
に
郎
應
す
る
韻
律
を

本
能
的
に
探
り
嘗
て

A

い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
良
寛
は
個
統
文
學
の
非
庶
民
性
か
ら
脱
却
し
て
記
紀
以
来
の
歌
謡
の
流
れ

に
沿
い
つ

A
庶
民
の
心
情
の
世
界
に
生
き
た
人
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

注①
既
述
の
如
く
、
枕
詞
を
含
む
良
露
の
短
歌
は
二
五
七
首
で
あ
る
が
、

こ
の
中
で
第
三
句
に
枕
詞
の
位
置
す
る
歌
が
八
三
首
を
数
え
る
。
と
こ

ろ
で
、
良
腐
の
枕
詞
使
用
に
み
ら
れ
る
特
色
は
少
数
の
枕
詞
を
好
む
貼

に
あ
り
二
竺
、
「
あ
し
ひ
き
の
」
と
「
ひ
さ
か
た
の
」
の
使
用
回
敷
だ

け
で
も
一

0
三
回
に
及
び
枕
詞
使
用
歌
敷
の
約

40％
を
占
め
て
い
る
。

し
か
も
そ
れ
ら
は
登
生
嘗
時
の
修
飾
的
な
機
能
が
薄
ら
ぎ
、
一
首
全
儒

の
音
調
を
盤
え
、
時
に
は
三
十
一
字
を
浦
た
す
為
に
用
い
ら
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
無
意
識
に
無
造
作
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
為
、
良
露
自
身
が
如
何
に
口
ず
さ
ん
だ
か
は
知
る
由
も
な
い
が
、
我

々
が
第
三
句
に
枕
詞
を
有
す
る
良
寅
歌
を
誤
む
場
合
、
意
識
せ
ず
し
て

第
三
句
の
後
に
軽
い
停
音
を
置
き
、

こ
の
岡
に
つ
ま
き
り
樵
り
て
む
。

ひ
さ
か
た
の
、

し
ぐ
れ
の
雨
の
降
ら
ぬ
ま
ぎ
れ
に

の
如
く
句
切
っ
て
讀
む
傾
向
に
陥
る
。
か
く
て
二
句
切
れ
で
第
三
句
に

良
郷
の
短
歌
に
つ
い
て

枕
詞
を
持
つ
歌
を
も
三
句
切
れ
に
近
い
調
子
で
讀
み
が
ち
に
な
り
、
そ

の
こ
と
が
良
露
の
歌
調
を
後
世
風
に
傾
か
せ
る
所
以
と
な
っ
て
い
る
。

⑤
「
良
露
の
歌
と
古
歌
」
、
「
良
寛
の
歌
と
萬
葉
歌
（
上
）
」
、
同
上
（
下
）
、

「
良
窪
の
歌
と
古
今
歌
」
、
「
良
窟
の
長
歌
（
上
）
」
、
同
上
（
下
）
（
各
々
、

孵
岡
女
子
短
期
大
學
研
究
紀
要
の
第
七
！
十
二
琥
所
牧
）
、
『
解
繹
』
第

八
谷
第
七
腕
所
載
「
良
露
作
歌
の
粉
本
と
思
わ
れ
る
古
歌
」
。

⑤
良
露
の
短
歌
に
は
、
一
首
の
背
後
に
餘
惜
と
し
て
古
歌
を
暗
示
し
複

雑
微
妙
な
味
わ
い
を
盛
っ
て
機
オ
を
示
そ
う
と
す
る
、
所
謂
新
古
今
時

代
の
本
歌
取
り
の
技
巧
を
用
い
た
例
は
殆
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
古
歌
を
少

し
改
愛
し
て
自
か
ら
の
歌
と
し
た
り
古
歌
の
敷
句
の
利
用
に
と
ど
ま
る

ー
模
倣
歌
と
も
い
う
べ
き
—
類
が
大
半
で
あ
る
。
本
稿
で
は
説
明
の
便

宜
上
「
本
歌
」
の
語
を
用
い
た
が
、
あ
く
ま
で
も
右
の
よ
う
な
意
味
で

の
用
語
で
あ
る
こ
と
を
豫
め
断
っ
て
お
く
。

④
安
田
本
（
「
あ
き
の
A

」
)
、
中
村
本
に
抄
出
さ
れ
て
い
る
歌
敷
を
萬

葉
集
の
巻
別
に
分
け
る
と
左
の
第
一
表
の
如
く
な
り
、
そ
の
歌
の
作
者

『
作
者
類
別

を
澤
泊
久
孝
•
森
本
治
吉
雨
氏
の
萬
葉
集
』
に
基
づ
い
て

年
代
順

一
九
六



良
躍
の
短
歌
に
つ
い
て

（
第
一
表
）
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（
第
二
表
）

抄
出
歌
の
制
作
年
代
―
―
第
一
期
一
第
二
期
詞
麟
一
第
三
期
＿
第
四
期

「
安
田
本
」
抄
出
歌
数
＿
＿
七
[
I

旦

三

―

―

〈

[

[

,

1

:

'

 

「
中
村
本
」
抄
出
歌
数
―
―
-
九
_
-
―
―
〈
一
―
―
―
―
―
究
＿
＿
写

時
代
別
に
分
類
す
る
と
第
二
表
の
通
り
に
な
る
。

巻
別
に
み
る
と
雨
本
と
も
巻
十
か
ら
の
抄
出
が
最
も
多
く
、
巻
七
・
十

・
十
一
・
十
二
の
抄
出
歌
数
の
合
計
は
安
田
本
で
は
抄
出
歌
数
の

4
2
%

に
、
中
村
本
で
は

43
％
に
な
っ
て
い
る
。
抄
出
歌
の
制
作
年
代
別
で
は

作
者
不
明
の
歌
と
第
ニ
・
三
期
の
歌
が
多
い
。
安
田
本
に
限
っ
て
作
者

別
に
多
い
も
の
を
掲
げ
て
お
く
と
、
作
者
未
詳
歌
八
五
首
、
人
麿
歌
集

の
作
品
―
二
首
、
東
歌
六
首
、
古
歌
集
の
も
の
四
首
、
作
者
の
明
ら
か

な
作
品
で
は
人
麿
の
歌
八
首
、
家
持
の
七
首
、
赤
人
の
四
首
等
が
目
立

っ
て
い
る
。

一
九
七

⑤
一
般
の
人
々
に
は
「
暖
國
の
人
の
こ
と
く
初
雪
を
観
て
吟
詠
遊
興
の

た
の
し
み
は
夢
に
も
し
ら
ず
、
今
年
も
又
此
雪
中
に
在
る
事
か
と
雪
を

悲
は
逸
郷
の
寒
國
に
生
れ
た
る
不
幸
と
い
ふ
べ
し
」
（
『
北
越
雪
譜
』
上

之
巻
「
初
雪
」
）
が
貰
感
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
良
寛
に
は
春
雪
を
花

に
見
立
て
た
歌
が
多
い
。
彼
の
漢
詩
「
把
燭
嵐
窓
夜
夜
醇
雪
華
飛

逍
遥
皆
自
得
何
是
復
何
非
」
か
ら
は
風
流
人
の
餘
裕
が
感
じ
ら
れ
、

「
月
雪
は
い
つ
は
あ
れ
ど
も
ぬ
ば
た
ま
の
け
ふ
の
今
宵
に
な
ほ
如
か
ず

け
り
」
等
は
「
心
う
つ
る
な
さ
け
い
づ
れ
と
わ
き
か
ね
ぬ
花
時
烏
月
ゆ

き
の
と
き
」
（
玉
葉
集
雑
下
）
に
通
ず
る
趣
き
が
あ
り
、
こ
の
領
向
は

勁
植
物
を
素
材
と
す
る
歌
に
も
共
通
し
て
い
る
。

R
「
有
時
乎
誦
経
、
有
時
乎
爵
座
、
有
時
乎
吟
峨
、
有
時
乎
作
字
、
皆

偶
然
作
之
耳
」
（
大
閾
文
仲
「
良
寛
輝
師
俯
」
）
、
「
さ
す
が
ま
た
月
雪
花

は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
事
に
ふ
れ
て
は
歌
よ
み
、
か
ら
う
た
を
も
つ
く

り
て
、
お
こ
な
ひ
の
い
と
ま
、
し
ば
し
心
の
な
ぐ
さ
め
と
は
し
玉
ひ
け

り
」
（
貞
心
尼
の
『
は
ち
す
の
露
』
の
巻
尾
に
書
き
添
え
た
租
川
雅
消

の
文
）
を
も
韻
み
あ
わ
せ
ら
れ
た
い
。
時
代
は
下
る
が
鈴
木
楊
軒
の

「
輝
師
、
博
學
雅
斌
、
不
典
物
争
、
弄
花
月
、
愛
山
水
、
出
則
伴
兒
童
、

入
則
賦
詩
詠
歌
、
興
生
而
試
揮
辛
、
倦
則
眠
、
所
謂
騰
騰
任
天
翼
者
、

椰
師
之
本
領
也
」
（
良
窪
輝
師
木
鉢
記
」
）
は
至
言
と
い
う
べ
き
で
あ

る。

⑦
「
師
（
中
略
）
参
輝
之
暇
、
以
吟
詠
筆
墨
為
遊
戯
」
（
文
豪
「
良
露

輝
師
草
堂
集
序
並
附
言
」
）
、
「
か
く
世
ば
な
れ
た
る
御
身
に
し
も
、
さ

す
が
に
月
花
の
な
さ
け
は
す
て
た
ま
は
ず
、
よ
ろ
づ
の
事
に
つ
け
折
に

ふ
れ
て
は
、
歌
よ
み
詩
つ
く
り
て
、
其
こ
A

ろ
ざ
し
を
の
べ
給
へ
ぬ
。



さ
れ
ど
是
ら
の
事
を
む
ね
と
し
た
ま
は
ね
ば
：
・
・
:
」
（
『
は
ち
す
の
露
』

序
文
）
。

⑧
「
師
二
害
ヲ
求
ム
レ
バ
、
手
習
シ
テ
手
ガ
ヨ
ク
ナ
リ
テ
後
書
ン
ト
云

フ
。
其
時
ア
リ
テ
興
二
乗
ジ
、
敷
巾
ヲ
掃
フ
事
モ
ア
リ
。
（
中
略
）
自

ラ
ノ
詩
歌
ヲ
暗
記
シ
テ
害
ス
。
（
中
略
）
詩
歌
一
定
ナ
ラ
ズ
。
」
「
師
色

紙
・
短
冊
ヲ
出
シ
テ
書
ヲ
求
ム
ル
人
ア
レ
バ
、
詩
歌
随
意
二
害
ク
。
」

（
い
ず
れ
も
『
良
露
輝
師
奇
話
』
）

▽
特
に
註
記
し
た
場
合
を
除
き
、
良
露
闊
係
の
資
料
の
引
用
は
西
郡
久

『
北
越

吾
氏
籠
述
沙
門
良
露
全
偲
』
、
大
島
花
束
氏
編
『
良
露
全
集
』
、

偉
人

東
郷
豊
治
氏
編
著
『
良
窟
全
集
』
上
・
下
に
基
づ
き
行
な
っ
た
。

（
昭
和
四
十
一
年
七
月
凌
特
の
花
陰
に
て
）

良
窟
の
短
歌
に
つ
い
て

一
九
八




