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富
士
谷
御
杖
の
古
今
仮
名
序
註
釈
に
お
け
る
歌
論
的
要
素
に
つ
い
て
の
検
討 

─
お
も
に
初
期
の
歌
論
書
と
の
関
連
か
ら
─

A
 Basic Study of Fujitani M

itsueʼs T
anka Poetry

但　

馬　

貴　

則

T
A

JIM
A

 T
akanori

一
、
は
じ
め
に

　

富
士
谷
御
杖
の
歌
道
関
連
の
学
説
は
、
最
初
は
、
伝
統
歌
学
に
整
理
を
施
す
が
ご
と
き
性
格
の
も
の
─
『
歌
道
非
唯
抄　

刊
本
』『
う
た
ふ
マ
マ

　
　

く
ろ
』
な
ど
─
で

あ
っ
た
の
が
、『
哆
南
辨
乃
異
則
』
や
『
北
邊
非
唯
漫
録
』『
歌
道
非
唯
抄　

稿
本
』
に
至
っ
て
、
初
期
の
独
自
の
歌
論
─
『
新
撰
和
歌
』
序
文
な
ど
の
紀
貫
之
の
学

説
の
継
承
を
旨
と
す
る
─
へ
と
変
化
を
遂
げ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
さ
ら
に
は
歌
道
か
ら
「
神
道
」
を
分
離
さ
せ
て
、
そ
れ
ら
を
二
つ
な
が
ら
扱
お
う
と
す
る
代
表

的
な
学
説
─
『
北
邊
隨
腦
』『
眞
言
辨
』
な
ど
─
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る（
１
）。
筆
者
は
こ
の
う
ち
、も
っ
ぱ
ら
初
期
の
歌
論
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
て
き
た（
２
）

が
、
そ
こ
に
は
、
か
よ
う
な
歌
論
の
基
礎
と
な
る
要
素
、
す
な
わ
ち
貫
之
歌
論
重
視
の
姿
勢
は
ど
の
よ
う
に
形
成
せ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
如
上
の
問
題
を
解
明
す
べ
く
、
註
釈
書
『
古
今
和
謌
集　

假
名
序
』（『
新
編　

富
士
谷
御
杖
全
集
第
三
巻
』〔
三
宅
清
編
纂　

平
成
元
年
思
文
閣

出
版
〕
所
収　

以
下
『
全
集
』
と
略
記
）
の
学
説
を
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
註
釈
書
が
貫
之
の
学
説
た
る
古
今
仮
名
序
を
検
討
対
象
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
か
つ
は
そ
の
署
名
に
「
冨
士
谷
成な
り

壽の
ぶ

」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、『
哆
南
辨
乃
異
則
』
な
ど
よ
り
以
前
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
で
あ
る（
３
）。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
本
書
の
基
本
的
な
記
述
姿
勢
を
見
た
上
で
そ
の
註
釈
内
容
を
検
討
し
、
つ
い
で
そ
こ
に
窺
え
る
歌
論
的
要
素
が
、
初
期
の
歌
論
と
ど
の
よ
う
に

つ
な
が
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
古
今
仮
名
序
本
文
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
、
本
書
で

御
杖
が
校
訂
し
た
も
の
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
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二
、
本
書
の
基
本
的
な
記
述
姿
勢

　

本
書
は
ま
ず
「
序
辨
」
で
執
筆
理
由
と
註
釈
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
、
つ
い
で
御
杖
が
み
ず
か
ら
校
合
し
た（
４
）仮
名
序
本
文
を
五
段
三
十
五
章
に
細
分
し
て
記

し（
５
）、
さ
ら
に
は
そ
の
本
文
に
片
仮
名
表
記
に
よ
る
本
文
へ
の
語
釈
的
な
割
註
─
逐
語
訳
的
な
も
の
─
と
、
平
仮
名
表
記
に
よ
る
内
容
へ
の
解
説
─
章
ご
と
に
記

さ
れ
る
も
の
─
と
を
附
す
と
い
う
体
裁
を
採
っ
て
い
る
。
今
そ
の
例
と
し
て
、
第
一
段
第
一
章
冒
頭
部
分
の
本
文
と
註
釈
と
を
挙
げ
る
。

　

一　

や
ま
と
哥
は

も
と
よ
り
マ
マ
ワ
ガ
國
ノ
哥
ナ
レ
バ
、
今
更
ニ
「
や
ま
と
哥
」
ト
イ
フ
ベ
キ
ヤ
ウ
ナ
レ
ド
、
カ
ラ
哥
ニ
別
チ
テ
イ
ハ
ン
ト
テ
カ
ク
イ
ヘ
ル
ナ
リ
。
乃
「
は
」

ト
イ
ヘ
ル
脚
結
、
ソ
ノ
心
ナ
リ
。「
や
ま
と
」
ゝ
ハ
、
モ
ト
和
州
ノ
名
ナ
ル
ヲ
、
嘉
号
ナ
リ
ト
テ
ヤ
、
ツ
ヒ
ニ
此
國
ノ
惣
名
ト
ナ
レ
ル
ナ
リ

ひ
と
つ
こ
ゝ
ろ
を

普
通
ノ
本
皆
「
人
の
心
」
ト
ア
レ
ド
、
下
ノ
「
萬
」
ト
イ
フ
字
ニ
ム
カ
ヘ
テ
ハ
、「
ヒ
ト
ツ
」
ト
イ
ハ
ン
方
マ
サ
ル
ベ
シ
。
顯
昭
法
橋
ノ
本
「
ひ
と
つ
」
ト

ア
リ此

抄
は
、
哥
の
大
本
、
大
綱
を
い
へ
る
也
。
数
万
の
哥
と
い
へ
ど
も
、
皆
ひ
と
つ
お
も
ひ
い
れ
る
心
を
た
ね
と
し
て
な
れ
る
物
也
、
と
也
。
か
く
し
も
い

へ
る
こ
と
は
、
詞
を
先
と
し
、
心
を
後
と
す
る
こ
と
は
哥
の
ほ
い
な
ら
ぬ
事
を
さ
と
す
也 

（
四
五
頁
）

本
稿
で
は
本
書
の
註
釈
箇
所
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
便
宜
上
片
仮
名
表
記
の
註
釈
を
「
割
註
」、
平
仮
名
表
記
の
そ
れ
を
「
解
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

三
、
註
釈
に
見
え
る
歌
論
的
な
要
素
の
検
討

三
─
一
、
歌
の
成
立
過
程

　

さ
き
に
引
用
し
た
「
詞
を
先
と
し
、
心
を
後
と
す
る
こ
と
は
哥
の
ほ
い
な
ら
ぬ
事
」
の
ご
と
く
、「
詞
」
よ
り
も
「
心
」
を
重
視
す
る
御
杖
は
、
仮
名
序
の
「
よ

の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
、
わ
ざ
、
し
げ
き
物
な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
み
る
物
、
き
く
物
に
つ
け
て
い
ひ
出
せ
る
な
り
」（
四
五
〜
四
六
頁
）
に
つ
い
て

そ
の
心
を
た
ね
と
し
て
、
こ
と
の
葉
と
な
り
ゆ
く
次
第
は
か
く
の
ご
と
し
と
い
へ
る
心
也 

（
四
六
頁　

傍
線
但
馬
〔
以
下
同
じ
〕）
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と
い
う
解
説
を
附
し
、
か
つ
同
じ
解
説
の
箇
所
で
仮
名
序
の
こ
の
く
だ
り
を
、
後
に
続
く
「
今
の
よ
の
な
か
、
色
に
つ
き
、
あ
だ
な
る
哥
、
は
か
な
き
こ
と
の
み
い

で
く
れ
ば
、
色
ご
の
み
の
家
に
、
う
も
れ
木
の
人
し
れ
ぬ
こ
と
と
な
り
て
、
ま
め
な
る
所
に
は
花
す
ゝ
き
、
ほ
に
い
だ
す
こ
と
に
も
あ
ら
ず
な
り
に
た
り
」（
五
七

〜
五
八
頁
）
と
い
う
記
述
と
対
応
さ
せ
て

「
今
の
よ
の
中
」
と
い
へ
る
所
を
か
な
し
ぶ
心
よ
り
、
そ
の
よ
む
べ
き
次
第
、
時
を
も
し
ら
で
は
ほ
い
な
ら
ず
、
と
い
ま
し
め
ら
れ
た
る
也
。
も
は
ら
月
、
花

の
に
ほ
ひ
に
ま
ど
ひ
て
、
こ
ゝ
を
忘
れ
ん
こ
と
を
い
さ
め
た
る
也 

（
四
六
頁
）

と
述
べ
て
も
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
御
杖
は
歌
の
あ
り
よ
う
を
右
に
挙
げ
た
「
次
第
」
の
ご
と
き
成
立
過
程
を
経
た
も
の
に
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
次
第
」
の
実
際
は
割
註
に
よ
る
と
「
歌
を
詠
む
べ
き
『
時
』
の
問
題
」
と
「
詠
歌
の
対
象
に
関
す
る
問
題
」
と
の
二
点
に
分

か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
二
点
に
関
す
る
割
註
を
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

　

は
じ
め
に
「
時
」
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
、
以
下
に
仮
名
序
本
文
と
割
註
と
を
挙
げ
る
。

よ
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
、
わ
ざ
、
し
げ
き
物
な
れ
ば

オ
キ
出
ル
ヨ
リ
イ
ヌ
ル
マ
デ
言
、
態
ハ
繁
カ
ラ
ヌ
人
ハ
ナ
キ
也
。
ソ
ノ
言
、
態
ノ
間
ヨ
リ
、「
ウ
レ
シ
」「
カ
ナ
シ
」
ナ
ド
思
フ
心
ハ
イ
ヅ
ベ
ケ
レ
バ
、
コ
ヽ

ハ
喜
怒
哀
楽
ノ
生
ズ
ル
因
本
ヲ
イ
ヘ
ル
ナ
リ
ト
知
ベ
シ 

（
四
五
頁
）

心
に
思
ふ
こ
と
を

喜
怒
哀
楽
ノ
情
發
ル
コ
ト
ヲ
イ
ヘ
リ
。
コ
レ
ハ
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
欲
ス
ル
ヨ
リ
生
ズ
レ
バ
、
歎
息
モ
コ
ヽ
ニ
ア
ル
ナ
リ
。
サ
テ
コ
レ
ハ
、
感
ノ
種
ト
ナ
ル
モ
ノ
、

乃
コ
レ
ナ
リ 

（
四
六
頁
）

み
る
物
、
き
く
物
に
つ
け
て
い
ひ
出
せ
る
な
り

コ
レ
乃
、
カ
ノ
心
ニ
オ
モ
フ
コ
ト
ト
感
ズ
ル
物
ド
モ
ナ
リ
。（
中
略
）
人
ノ
死
ス
ル
ヲ
ミ
テ
、
我
身
モ
イ
ツ
カ
シ
カ
ラ
ン
ト
カ
ナ
シ
メ
ル
心
ア
ル
ト
キ
ニ
、

フ
ト
花
ナ
ド
ノ
散
ル
ヲ
ミ
タ
ラ
ン
コ
ヽ
チ
、
木
ノ
葉
ノ
オ
ツ
ル
ヲ
キ
ヽ
タ
ラ
ン
コ
ヽ
チ
、
ヤ
ガ
テ
カ
ノ
悲
シ
ミ
ヲ
振
ハ
レ
テ
、
黙
止
マ
ジ
ク
ナ
ル
ニ
ハ
ア
ラ

ズ
ヤ
。
コ
レ
ラ
乃
、
哥
ノ
ヨ
ミ
所
ナ
リ
。
コ
レ
ヲ
哥
ノ
時
ト
イ
フ 

（
同
）
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七
四

富士谷御杖の古今仮名序註釈における歌論的要素についての検討―おもに初期の歌論書との関連から―

こ
の
過
程
を
順
を
追
っ
て
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

①
日
常
の
生
活
の
中
で
喜
怒
哀
楽
の
感
情
が
生
じ
、
そ
れ
が
「
歎
息
」
に
つ
な
が
る
。

　

②
そ
の
心
の
あ
り
よ
う
に
対
応
す
る
景
物
に
接
し
、「
感
」
ず
る
こ
と
で
、
お
の
ず
か
ら
歌
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
「
時
」
を
得
る
。

　

続
い
て
詠
歌
の
対
象
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
右
に
引
用
し
た
「
み
る
物
、
き
く
物
に
つ
け
て
い
ひ
出
せ
る
な
り
」
へ
の
割
註
の
続
き
の

箇
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
に
つ
け
て
」
ト
イ
ヘ
ル
詞
、
オ
ロ
カ
ニ
見
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。（
中
略
）
月
、
花
ニ
吾
思
ノ
感
ズ
ル
故
ニ
、
ソ
レ
ラ
ニ
ツ
ケ
テ
コ
ソ
哥
ハ
ヨ
ム
ベ
ケ
レ
。
ヨ
ク
ヨ
ク

心
ウ
ベ
シ
。
哥
ト
ナ
リ
出
ル
ノ
次
第
、
ワ
ガ
朝
夕
、
言
、
態
ノ
繁
キ
間
ヨ
リ
喜
怒
哀
楽
ノ
情
ヲ
生
ズ
ル
ニ
、
フ
ト
見
聞
ク
モ
ノ
ヽ
、
ソ
ノ
情
ニ
感
ズ
ル
コ
ト
ア

ル
時
ハ
、
中
心
ヨ
リ
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
、
ヨ
マ
ン
ト
思
ハ
ヌ
哥
モ
ヨ
ミ
出
ラ
ル
ベ
シ
。
サ
ル
時
、
ヤ
ガ
テ
ソ
ノ
モ
ノ
ニ
ツ
ケ
ヨ
セ
テ
、
ワ
ガ
思
ヲ
ウ
タ
フ
ナ
リ
。
心

ニ
オ
モ
フ
コ
ト
ハ
主
ナ
リ
。
見
聞
ク
物
ハ
客
ナ
リ 

（
同
）

こ
の
割
註
の
要
点
を
ま
と
め
る
と

　

③
「
歎
息
」
を
伴
う
自
身
の
「
思
」
を
、
自
身
が
「
感
」
じ
た
景
物
に
附
託
し
て
歌
に
詠
む
。

と
い
う
も
の
と
な
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
御
杖
が
、
詠
歌
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
①
か
ら
③
に
至
る
「
次
第
」
の
ご
と
き
必
然
性
を
伴
っ
た
過
程
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る（
６
）。

三
─
二
、
歌
の
意
義

　

本
書
で
御
杖
は
歌
の
意
義
を
「
効
用
性
」
に
見
出
し
て
お
り
、
そ
れ
は
さ
ら
に
「
効
用
性
の
生
ず
る
所
以
」
と
「
効
用
の
具
体
的
な
内
容
」
と
の
二
点
に
分
け
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
そ
の
二
点
に
つ
い
て
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。

　

ま
ず
は
前
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
す
る
記
述
と
し
て
は
、
仮
名
序
の
「
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
、
め
に
み
え
ぬ
鬼
が
み
を

も
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
、
を
と
こ
、
を
み
な
の
中
を
も
や
は
ら
げ
、
た
け
き
も
の
ゝ
ふ
の
こ
ゝ
ろ
を
も
な
ぐ
さ
む
る
は
、
哥
也
」（
四
八
〜
四
九
頁
）
へ
の
解
説
が

挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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哥
の
徳
、
哥
の
妙
用
を
さ
と
せ
り
。
こ
れ
皆
、
人
の
誠
よ
り
な
す
事
也
。（
中
略
）
此
章
は
、
人
の
わ
ざ
を
は
な
れ
た
る
妙
用
、
声
を
も
て
な
さ
る
ゝ
よ
し
を

い
ひ
、
上
の
章
（
＝
前
述
の
「
声
」
に
関
す
る
記
述
）
に
て
つ
と
む
べ
き
よ
し
を
い
ひ
た
す
け
て
む
す
べ
り 

（
四
九
頁
）

こ
れ
は
、
さ
き
に
採
り
上
げ
た
「
次
第
」
の
ご
と
き
過
程
を
経
て
詠
ま
れ
た
歌
に
存
す
る
「
誠
」（７
）が
、「
徳
」
や
「
妙
用
」
な
ど
の
効
用
性
を
も
た
ら
す
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
「
徳
」「
妙
用
」
の
何
た
る
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
挙
げ
る
割
註
の
内
容
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（「
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
」
に
対
し
て
）
天
地
ノ
情
ヲ
ウ
ゴ
カ
ス
ナ
リ
。（
中
略
）
天
地
ノ
情
、
無
情
ナ
レ
ド
、『
孟
子
』
ニ
「
誠
者

天
之
道
也
。
思
誠
者
人
之
道
也
」
ト
ア
レ
バ
、
人
ノ
誠
ノ
カ
ヨ
ハ
ン
ニ
、
イ
カ
デ
天
地
ノ
ア
ハ
レ
マ
ザ
ラ
ン 

（
四
八
頁
）

（「
め
に
み
え
ぬ
鬼
が
み
を
も
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
」
に
対
し
て
）
鬼
ト
ハ
死
セ
ル
人
ノ
魂
ヲ
イ
ヒ
、
神
ト
ハ
形
ナ
ク
シ
テ
何
ト
ナ
ク
妙
用
ア
ル
モ
ノ
ヲ
イ
ヘ
ド
、

鬼
モ
神
モ
オ
シ
ナ
ベ
テ
、
只
人
情
ノ
ア
ツ
マ
リ
テ
、
理
外
ニ
理
ヲ
ナ
セ
ル
モ
ノ
ヲ
云 

（
四
九
頁
）

こ
れ
ら
か
ら
ま
ず
「
妙
用
」
に
つ
い
て
は
、「
人
情
が
集
ま
っ
て
無
形
の
力
を
発
揮
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
知
ら
れ
、
ま
た
「
徳
」
に
つ
い
て
は
、
残
る
「
あ

め
つ
ち
」
云
々
に
対
す
る
記
述
の
内
容
か
ら
「
本
来
無
情
で
あ
る
は
ず
の
天
地
を
も
感
ぜ
さ
せ
る
」
ご
と
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
後
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
ま
ず
総
論
的
な
も
の
と
し
て
、
仮
名
序
の
「
な
に
波
津
の
う
た
は
、
み
か
ど
の
お
ほ
む
は
じ
め
な
り
。
あ
さ

か
山
の
こ
と
の
は
は
、
う
ね
め
の
た
は
ぶ
れ
よ
り
よ
み
て
、
此
ふ
た
哥
は
う
た
の
ち
ゝ
は
ゝ
の
や
う
に
て
ぞ
、
手
な
ら
ふ
人
の
は
じ
め
に
も
し
け
る
」（
五
五
〜
五

六
頁
）
に
対
す
る
、
以
下
の
ご
と
き
割
註
と
解
説
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

王
仁
ガ
哥
（
＝
「
な
に
波
津
の
う
た
」）
ハ
、
天
下
ノ
コ
ト
ニ
益
ア
リ
テ
、
コ
ノ
哥
ヨ
リ
天
下
ニ
帝
ヲ
エ
テ
、
四
海
シ
ヅ
カ
ナ
リ
シ
ナ
リ
。
采
女
ガ
哥
ハ
、
王

ノ
怒
ヲ
ト
キ
テ
、
國
司
ノ
緩
怠
、
ワ
ザ
ハ
ヒ
ナ
ク
、
打
ト
ケ
タ
リ
シ
益
ア
リ
シ
也 

（
五
六
頁
）

此
章
、
哥
は
公
私
に
つ
け
て
益
あ
る
事
を
の
べ
た
り
。
哥
は
か
く
公
に
も
私
に
も
益
あ
る
も
の
に
て
、
は
か
な
き
も
て
あ
そ
び
に
あ
ら
ね
ば
、
末
の
、
さ
か
り

に
し
て
あ
だ
な
る
に
ま
ど
は
ざ
れ
と
の
心
を
も
て
、
上
の
章
（
＝
前
述
の
効
用
性
関
連
の
く
だ
り
）
の
心
を
と
ゝ
の
へ
た
る
也
。（
中
略
）
こ
れ
は
哥
の
、
公

私
に
益
あ
る
た
ゞ
し
き
道
な
る
よ
し
を
い
へ
り 

（
五
六
〜
五
七
頁
）
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こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、「
歌
に
は
公
的
な
益
と
私
的
な
益
と
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
公
私
」
に
亘
る
「
益
」
の
何
た
る
か
は
、
御

杖
が
「
哥
の
用
」（
六
七
頁
）
と
一
括
す
る
箇
所
─
「
第
二
段
」（４
）─
へ
の
註
釈
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
を
続
け
て
見
て
ゆ
く
。

　

こ
の
う
ち
、「
公
の
益
」
に
つ
い
て
は
、仮
名
序
の
「
い
に
し
へ
の
よ
ゝ
の
帝
、春
の
あ
し
た
、秋
の
月
の
夜
ご
と
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
を
め
し
て
、こ
と
に
つ
け
つ
ゝ

哥
を
た
て
ま
つ
ら
し
め
た
ま
ふ
。
あ
る
は
花
を
こ
ふ
と
て
た
よ
り
な
き
所
に
ま
ど
ひ
、
あ
る
は
月
を
お
も
ふ
と
て
し
る
べ
な
き
や
み
に
た
ど
れ
る
、
こ
ゝ
ろ
ご
ゝ
ろ

を
み
給
ひ
て
、
さ
か
し
、
お
ろ
か
な
り
と
し
ろ
し
め
し
け
む
」（
五
九
〜
六
〇
頁
）
に
つ
い
て
の
割
註
と
解
説
、
す
な
わ
ち

哥
ノ
詞
ノ
サ
マ
ヲ
ミ
テ
、
心
ノ
サ
マ
ザ
マ
ト
ワ
カ
ル
ヽ
サ
マ
ヲ
、
ソ
レ
コ
レ
ト
弁
ヘ
、
観
ジ
知
ル
ナ
リ
。
コ
レ
ハ
哥
ノ
巧
拙
ヲ
ミ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
、
全
体
ノ
心
ノ

用
ヒ
ザ
マ
ヲ
シ
ル
ナ
リ 

（
六
〇
頁
）

此
章
は
、
今
の
よ
に
反
し
た
る
古
に
立
か
へ
り
て
、
哥
は
言
外
の
意
趣
を
観
じ
て
、
賢
愚
の
矩ノ
リ

と
も
す
べ
か
り
け
れ
。
か
く
哥
は
お
ほ
や
け
も
の
な
る
を
、
今

の
世
、
ま
め
な
る
所
に
は
、
ほ
に
い
で
が
た
く
な
れ
る
う
れ
は
し
さ
よ
と
い
ふ
也 

（
同
）

と
い
う
記
述
か
ら
、

○
詠
歌
の
実
際
か
ら
詠
む
者
の
心
の
用
い
方
が
分
か
り
、
そ
こ
か
ら
賢
愚
を
判
断
で
き
る
と
い
う
益

の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
第
二
段
」
の
残
り
の
箇
所
が
「
私
の
益
」
に
つ
い
て
の
記
述
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
該
当
す

る
仮
名
序
の
記
述
は
「
哥
を
い
ひ
て
ぞ
な
ぐ
さ
め
け
る
」（
六
二
頁
）
と
「
哥
に
の
み
ぞ
こ
ゝ
ろ
を
な
ぐ
さ
め
け
る
」（
六
六
頁
）
と
に
関
す
る
箇
所
と
な
る
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
歌
の
慰
藉
的
性
格
を
述
べ
た
く
だ
り
で
あ
る
が
、
御
杖
は
こ
の
二
つ
の
「
な
ぐ
さ
め
け
る
」
の
あ
り
方
を
も
っ
て
、「
私
の
益
」
と
み
な
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
ま
ず
二
つ
の
「
な
ぐ
さ
め
け
る
」
に
つ
い
て
割
註
で

「
ナ
グ
サ
ム
ル
」
ト
ハ
、
心
ノ
憤
ヲ
條
理
ヲ
ツ
ケ
テ
散
ジ
ヤ
ル
心
ナ
リ 

（
六
二
頁
）

と
総
括
的
に
記
し
、
そ
の
上
で
前
者
の
「
哥
を
い
ひ
て
ぞ
」
に
対
し
て
割
註
で

コ
ヽ
ハ
「
哥
ヲ
イ
ヒ
テ
ゾ
」
ト
カ
ケ
ル
ヲ
ミ
レ
バ
、
コ
ノ
章
ハ
人
ト
人
ト
ノ
交
ル
中
ニ
テ
ノ
歎
ア
ル
時
ニ
テ
、
哥
ナ
ラ
デ
ナ
グ
サ
メ
ン
方
ナ
キ
時
ヲ
イ
ヒ
、
下

167
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ノ
章
ハ
、
一
人
ノ
ワ
ガ
身
ノ
上
ニ
テ
ナ
ゲ
キ
ア
ル
時
ヲ
イ
ヘ
ル
ナ
リ
。（
中
略
）
ト
モ
ニ
必
哥
ヨ
ム
ベ
キ
時
ヲ
サ
ト
ス
ナ
リ 

（
六
二
〜
六
三
頁
）

の
よ
う
に
述
べ
、
か
つ
後
者
の
「
哥
に
の
み
ぞ
」
に
対
し
て
は
割
註
と
解
説
と
に
お
い
て

「
の
み
」
ト
イ
ヘ
ル
ハ
、
カ
ヤ
ウ
ナ
ル
歎
ア
ル
時
、
イ
ツ
ニ
テ
モ
外
ノ
ナ
グ
サ
メ
ヤ
ウ
ナ
ケ
レ
バ
、
唯
哥
ヲ
イ
ツ
ト
テ
モ
ヨ
ミ
テ
、
心
ノ
憤
ヲ
バ
自ミ

ラ
ナ
グ
サ

メ
ケ
ル
、
ト
イ
フ
心
ナ
リ 

（
六
六
頁
）

哥
、
必
よ
み
い
で
ら
る
べ
き
歎
あ
る
時
を
い
ふ
に
て
、
理
を
つ
く
す
と
は
、
哥
は
た
ゞ
人
に
き
か
せ
て
心
を
や
る
ば
か
り
に
し
も
は
あ
ら
ず
。
み
づ
か
ら
い
ひ

て
、
み
づ
か
ら
の
心
を
も
な
ぐ
さ
む
る
物
ぞ
、
と
此
二
章
を
も
て
さ
と
す
也 

（
六
六
〜
六
七
頁
）

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
「
私
の
益
」
と
は

○
「
心
の
憤
り
」
や
「
歎
」
を
歌
に
託
し
て
散
ず
る
と
い
う
慰
藉
的
な
益
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
ず
る
「
歎
」
を
歌
に
託
し
て
人
に
詠
み

か
け
る
と
い
う
も
の
と
、
自
己
の
内
面
に
生
ず
る
「
歎
」
を
ひ
と
り
歌
に
詠
む
と
い
う
も
の
と
に
分
か
れ
て
い
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
こ
の
「
私
の
益
」
の
あ
り
よ
う
は
、「
歎
」
な
ど
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
さ
き
に
採
り
上
げ
た
歌
の
「
次
第
」
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

そ
う
な
る
と
「
私
の
益
」
に
連
な
る
歌
の
詠
み
よ
う
か
ら
「
賢
愚
の
判
断
」
が
で
き
る
、
す
な
わ
ち
「
公
の
益
」
に
連
続
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
御
杖
の
考
え
る
歌
の
効
用
性
を
再
度
ま
と
め
る
と

○
「
次
第
」
を
経
て
、
か
つ
声
に
出
し
て
詠
ん
だ
歌
が
、「
歎
の
解
消
」
な
ど
と
い
っ
た
「
徳
」「
妙
用
」
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
は
「
詠
歌
主
体
の
賢
愚
」

を
判
断
す
る
た
め
の
材
料
と
も
な
る
。

の
ご
と
き
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

三
─
三
、
歌
の
理
想
　
─
六
歌
仙
評
へ
の
記
述
か
ら
─

　

以
上
に
見
て
き
た
内
容
は
い
ず
れ
も
理
念
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
実
際
の
歌
の
あ
り
よ
う
と
し
て
は
い
か
な
る
も
の
が
望
ま
し
い
の
か
と
い
う
こ
と

に
も
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
関
す
る
言
及
の
見
ら
れ
る
の
が
、
こ
こ
で
採
り
上
げ
る
六
歌
仙
評
へ
の
註
釈
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
解
説
の
箇
所
に
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此
六
人
の
批
判
を
、
未
達
の
目
、
心
よ
り
お
も
ひ
て
、
こ
れ
ら
の
詞
を
皆
、
難
を
あ
げ
ら
れ
た
り
と
お
も
ふ
故
に
、
餘
情
妖
艶
を
あ
や
ま
り
て
、
業
平
朝
臣
、

喜
撰
な
ど
は
か
へ
り
て
ま
な
ぶ
べ
か
ら
ず
と
す
る
事
、
い
と
も
い
と
も
い
ふ
か
ひ
な
く
い
ま
い
ま
し
き
こ
と
也 

（
八
五
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け
業
平
と
喜
撰
の
歌
風
が
従
来
の
評
価
と
は
異
な
っ
た
扱
わ
れ
方
を
し
て
お
り
、
か
つ
は
も
っ
ぱ
ら
の
対
象
と
せ
ら
れ
て
い
る（
８
）。
よ

っ
て
こ
こ
で
は
、
両
者
の
歌
風
に
関
す
る
記
述
を
見
て
ゆ
く
こ
と
で
、
御
杖
が
理
想
と
し
た
具
体
的
な
詠
風
の
何
た
る
か
を
明
き
ら
め
よ
う
と
す
る
。

　

は
じ
め
に
業
平
評
へ
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
御
杖
は
仮
名
序
の
「
あ
り
は
ら
の
な
り
ひ
ら
は
、
心
あ
ま
り
て
こ
と
ば
た
ら
ず
」（
八
〇
頁
）
に
つ
い
て
の
割
註
で

餘
情
有
心
ノ
体
ヲ
エ
テ
、
マ
コ
ト
ニ
古
今
堪
能
ナ
リ
。
サ
レ
バ
「
心
ア
マ
リ
テ
」
ト
ハ
、
言
外
ノ
意
味
フ
カ
キ
ナ
リ
。「
言
タ
ラ
ズ
」
ト
ハ
、
意
味
ア
マ
リ
ニ

フ
カ
キ
故
ニ
、
カ
ヘ
リ
テ
詞
ノ
足
ラ
ザ
ル
コ
ヽ
チ
ス
、
ト
ナ
リ
。
コ
ノ
序
者
ヲ
貫
之
ト
シ
テ
、
コ
ヽ
ヲ
「
業
平
ヲ
バ
ソ
シ
ラ
レ
タ
リ
」
ト
心
エ
テ
、「
貫
之
ハ

餘
情
妖
艶
ノ
体
ハ
キ
ラ
ヘ
リ
」
ト
イ
フ
ハ
、
大
ニ
ア
ヤ
マ
レ
リ
。
コ
ヽ
ノ
評
、
サ
ナ
ラ
ズ
。「
意
味
ノ
ア
マ
リ
ニ
フ
カ
キ
ニ
ク
ラ
ブ
レ
バ
、
詞
ノ
タ
ラ
ザ
ル
ヤ

ウ
ナ
リ
」
ト
。（
中
略
）
餘
情
の
哥
、
タ
レ
カ
ヨ
ミ
ヤ
ス
カ
ラ
ン
。
コ
レ
ヲ
知
ラ
デ
コ
レ
ヲ
ス
ツ
ル
コ
ト
、
イ
フ
カ
ヒ
ナ
シ
。（
中
略
）
妖
艶
ト
イ
フ
ハ
幽
玄
ノ

境
ナ
リ
。
コ
レ
ハ
貫
之
ノ
キ
ラ
ヘ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
哥
道
ノ
邪
路
ナ
リ
。
後
世
ハ
餘
情
、
妖
艶
ヲ
混
ゼ
ル
故
ニ
、
古
ノ
正
路
ヲ
ウ
ル
コ
ト
ヲ
エ
ザ
ル
也

 

（
八
〇
〜
八
一
頁
）

と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
割
註
の
欄
外
へ
の
書
入
に
は

心
ヲ
サ
バ
カ
リ
ア
マ
ス
力
ア
ラ
バ
、
詞
モ
シ
カ
ト
ヨ
マ
ル
ベ
キ
ニ
、
ト
也 

（
八
〇
頁
）

と
も
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
し
ぼ
め
る
花
の
、
色
な
く
て
に
ほ
へ
る
が
ご
と
し
」（
八
一
頁
）
に
対
す
る
割
註
で
は

色
ナ
ケ
レ
バ
ニ
ホ
ヒ
モ
ア
ル
マ
ジ
ケ
レ
バ
、
言
ノ
サ
マ
ヨ
リ
ハ
存
ノ
外
ニ
意
味
多
キ
タ
ト
ヘ
ナ
リ
。
カ
バ
カ
リ
ノ
餘
情
ナ
レ
バ
、
今
少
シ
ハ
言
ニ
モ
タ
シ
カ
ナ

ル
ベ
キ
ニ
、
イ
カ
ナ
ル
ニ
カ
分
外
ニ
詞
ス
ク
ナ
キ
ヲ
、
具
セ
ズ
ト
イ
フ
ニ
テ
、
詰
ル
ニ
ハ
非
ズ 

（
八
一
頁
）

165



一
七
九

164

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
箇
条
書
き
に
し
て
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ⅰ
、
業
平
の
歌
風
を
「
餘
情
妖
艶
」
で
は
な
く
「
餘
情
有
心
」
で
あ
る
と
し
、
貫
之
は
そ
の
歌
風
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
高
く
評
価
し
て
い
る

と
み
な
し
て
い
る
。

ⅱ
、
そ
の
「
餘
情
」
と
は
、「
言
外
に
多
く
の
意
味
を
含
む
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ⅲ
、
か
よ
う
な
「
餘
情
」
の
歌
を
詠
む
た
め
に
は
、
歌
の
詞
は
明
確
な
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

つ
い
で
喜
撰
評
に
関
す
る
記
述
で
は
、
仮
名
序
の
「
こ
と
ば
か
す
か
に
し
て
、
は
じ
め
を
は
り
た
し
か
な
ら
ず
」（
八
二
頁
）
へ
の
割
註
で

「
コ
ト
バ
カ
ス
カ
ナ
リ
」
ト
ハ
、
詞
ニ
意
味
ヲ
フ
カ
ク
隠
ス
故
ナ
リ
。「
こ
と
ば
か
す
か
な
り
」
ノ
詞
ノ
對
伏
意
乃
心（
９
）ハ
、
十
分
ナ
ル
言
外
ノ
意
味
ア
ル
コ

ト
ハ
シ
ラ
レ
タ
リ
。
カ
ク
詞
カ
ス
カ
ニ
意
味
ヲ
コ
ム
ル
コ
ト
、
人
ノ
及
ブ
マ
ジ
キ
境
ナ
ル
ニ
、
ア
マ
リ
幽
ナ
ル
ニ
過
タ
ル
コ
ヽ
チ
ス
ル
ハ
、
コ
ト
ノ
始
終
含
蓄

セ
ザ
ル
ヤ
ウ
ニ
ミ
ユ
ル
、
ト
イ
フ
ナ
リ 

（
八
二
頁
）

と
述
べ
た
上
で
、
そ
の
詠
た
る
「
我
い
ほ
は
宮
こ
の
た
つ
み
し
か
ぞ
す
む
世
を
う
ぢ
山
と
人
は
い
ふ
な
り
」（
古
典
大
系
本
古
今
集　

三
〇
一
頁
）
に
つ
い
て

末
句
の
を
は
り
、「
人
は
い
へ
ど
も
」
と
い
ふ
べ
き
に
マ
マ

　
　

、
詞
幽
ナ
ル
ア
マ
リ
ニ
、「
い
ふ
な
り
」
ト
、
公
ニ
理
ヲ
ハ
ブ
キ
テ
ヨ
マ
レ
タ
ル
所
ヲ
「
タ
シ
カ
ナ

ラ
ズ
」
ト
イ
フ
ニ
テ
、
ソ
ノ
慥
ナ
ラ
ヌ
所
ヲ
モ
タ
レ
カ
ヨ
ミ
得
ベ
キ 

（
同
）

と
記
し
て
お
り
、「
詞
ニ
意
味
ヲ
フ
カ
ク
隠
ス
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
や
、「
人
は
い
へ
ど
も
」
云
々
の
記
述
内
容
に
「
詞
モ
シ
カ
ト
ヨ
マ
ル
ベ
キ
ニ
」
と
通
ず
る
と
こ

ろ
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
歌
風
が
業
平
と
同
様
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
理
会
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
右
の
ご
と
き
歌
仙
評
は
、「
餘
情
妖
艶
」
な
る
評
価
を
否
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
箇
条
書
き
に
示
し
た
も
の
で
い
え
ば
、
と

り
わ
け
ⅰ
や
ⅲ
の
要
素
が
、
た
と
え
ば
定
家
の
『
近
代
秀
歌
』
に
お
け
る

む
か
し
つ
ら
ゆ
き
、
哥
の
心
た
く
み
に
、
た
け
を
よ
び
が
た
く
、
こ
と
ば
つ
よ
く
す
が
た
お
も
し
ろ
き
さ
ま
を
こ
の
み
て
、
餘
情
妖
艶
の
躰
を
よ
ま
ず
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（
古
典
大
系
本
『
歌
論
集
能
樂
論
集
』
一
〇
〇
頁
）

と
い
う
記
述
な
ど
に
代
表
せ
ら
れ
る
中
世
以
来
の
一
般
的
な
見
方
と
は
正
反
対
の
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
そ
う
な
る
と
、
か
よ
う
な
「
餘
情
（
有
心
）」
観
は
い
か

に
し
て
形
成
せ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、そ
の
点
に
つ
い
て
は
、本
書
と
同
様
に
「
成
壽
」
な
る
署
名
の
あ
る（
３
）『
う
た
ふ
く
ろ
』
に
、

参
考
と
な
る
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ａ
、
仮
名
序
の
業
平
、
喜
撰
に
対
す
る
評
に
対
し
て
「
わ
ろ
し
と
の
給
へ
る
に
は
あ
ら
ず
。
風
情
の
ふ
か
く
お
も
し
ろ
き
を
い
へ
る
な
る
べ
し
」（
九
七
頁
）
と

述
べ
た
上
で
、
そ
の
歌
風
を
「
忠
岑
の
十
体
の
中
に
も
。
有
心
体
と
い
へ
る
所
。
み
な
こ
れ
に
ひ
と
し
く
」（
同
）
の
ご
と
く
、「
有
心
体
」
で
あ
る
と
み
な

し
て
い
る
。

ｂ
、「
餘
情
」
に
つ
い
て
『
忠
岑
十
躰
』
の
「
餘
情
躰
」
の
例
を
挙
げ
た
上
で
、「
い
に
し
へ
は
せ
ち
に
思
ひ
い
れ
た
る
心
の
。
詞
の
外
に
あ
ま
り
あ
る
を
云
。
今

は
ふ
か
く
あ
は
れ
な
る
こ
と
な
ら
ざ
る
も
。
い
ひ
の
こ
し
た
る
心
あ
る
を
い
へ
り
。
い
は
ゞ
詞
の
た
く
み
に
て
心
を
い
ひ
つ
く
さ
ず
し
て
。
し
か
も
そ
れ
と

聞
え
さ
す
る
な
り
」（
九
九
頁
）
と
述
べ
る
。

ｃ
、「
幽
玄
」
に
つ
い
て
「
姿
の
外
に
。
け
し
き
の
う
か
び
て
み
ゆ
る
を
云
」（
一
〇
〇
頁
）
と
述
べ
る
。

こ
れ
ら
と
さ
き
の
歌
仙
評
と
を
併
せ
見
る
と
、
ま
ず
ｂ
の
「
い
に
し
へ
」
の
「
餘
情
」
の
あ
り
よ
う
─
せ
ち
に
思
ひ
い
れ
た
る
心
の
、
詞
の
外
に
あ
ま
り
あ
る
─
が
、

業
平
や
喜
撰
の
「
心
ヲ
サ
バ
カ
リ
ア
マ
ス
」「
詞
ニ
意
味
ヲ
フ
カ
ク
隠
ス
」
な
ど
と
い
っ
た
歌
風
に
適
合
し
て
い
る
と
分
か
る
。
次
に
ｂ
の
「
今
」
の
「
餘
情
」
の

あ
り
よ
う
が
「
心
（
歌
の
意
味
内
容
を
指
す
か
）
を
い
ひ
つ
く
さ
」
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、そ
れ
と
は
異
な
る
「
い
に
し
へ
」
の
「
餘
情
」
と
は
、「
い

ひ
つ
く
」
す
、
す
な
わ
ち
詞
の
明
確
さ
を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
貫
之
の
歌
論
と
も
適
合
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
業
平
や

喜
撰
の
歌
風
を
ａ
の
ご
と
く
「
有
心
体
」
と
み
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
餘
情
有
心
」
と
い
う
考
え
方
が
出
て
く
る
と
も
知
ら
れ
、
か
つ
本
書
が
「
妖
艶
」
に

通
ず
る
と
し
て
い
る
「
幽
玄
」
の
あ
り
よ
う
は
、
ｃ
に
よ
れ
ば
「
心
」
で
は
な
く
「
け
し
き
」
の
問
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、
業
平
ら
の
歌
風
と
は
適
合
し
な
い
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
御
杖
が
業
平
や
喜
撰
に
見
出
し
た
、
理
想
的
な
歌
の
あ
り
よ
う
を
ま
と
め
る
と
、

○
対
象
を
明
確
に
詠
み
き
っ
た
詞
に
深
く
隠
さ
れ
た
心
が
、
言
外
に
「
餘
情
」
と
し
て
生
ず
る
よ
う
な
歌
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の
ご
と
き
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

以
上
に
見
て
き
た
本
書
の
歌
論
的
要
素
は
、

　

甲
、
詠
歌
の
過
程
と
そ
の
効
用
性

　

乙
『
餘
情
』
を
旨
と
し
た
具
体
的
な
詠
歌
の
あ
り
よ
う

の
二
点
を
柱
と
し
て
い
る
と
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
れ
ら
二
点
と
、
本
書
と
成
立
時
期
の
近
い
初
期
の
歌
論
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
。

　

さ
て
、
初
期
の
歌
論
書
の
う
ち
、
本
書
と
時
期
的
に
も
っ
と
も
近
い（

10
）と
考
え
ら
れ
る
『
哆
南
辨
乃
異
則
』
に
は
、
甲
と
乙
の
要
素
を
二
つ
な
が
ら
述
べ
た
箇

所
─
御
杖
は
こ
れ
を
歌
の
「
法
」
と
す
る
─
が
見
ら
れ
る（

11
）。
す
な
わ
ち
以
下
の
ご
と
き
記
述
で
あ
る
。

そ
の
よ
ゝ
（
＝
上
代
と
三
代
集
時
代
）
の
人
は
、
か
な
ら
ず
時
は
え
て
哥
は
よ
め
り
。
よ
め
ど
も
つ
と
め
て
言
に
つ
く
さ
ず
。
つ
く
さ
ゞ
れ
ば
神
來
り
、
し
づ

ま
る
。
さ
て
こ
そ
、
あ
め
つ
ち
は
う
ご
か
し
、
人
の
力
お
よ
ぶ
ま
じ
き
し
る
し
も
見
ゆ
べ
け
れ
。
時
を
え
て
言
に
尽
さ
じ
と
す
る
に
又
法
有
。
詞
に
は
む
か
へ

と
い
ふ
。
物
に
は
境
と
。
い
ひ
て
い
は
ず
、
い
は
ざ
る
が
如
く
に
し
て
い
へ
る
、
こ
れ
を
餘
情
と
い
ふ
也 

（
四
三
八
頁
）

そ
し
て
甲
に
お
け
る
「
公
私
の
益
」
の
う
ち
、「
私
」
の
益
に
つ
い
て
は
、お
そ
ら
く
は
『
哆
南
辨
乃
異
則
』
に
続
け
て
執
筆
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
『
北
邊
非
唯
漫
録
』

に
同
様
の
記
述
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は

彼
（
＝
詠
ま
れ
る
対
象
）
が
さ
ま
に
つ
き
て
わ
が
歎
を
す
て
、
邪
を
忘
れ
て
う
ら
な
く
道
に
い
る 

（
五
二
五
頁
）

と
い
う
も
の
で
あ
る（

12
）。

　

ま
た
、
乙
の
「
餘
情
」
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
『
北
邊
非
唯
漫
録
』
に
、「
詞
の
明
確
さ
」
と
関
連
づ
け
た
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
れ
（
＝
「
餘
情
の
哥
」）
は
、
詞
を
た
し
か
に
い
ひ
て
、
し
か
も
つ
く
さ
ず
、
詞
を
か
ざ
ら
ず
、
こ
わ
ご
わ
し
く
こ
と
ご
と
し
き
事
な
く
、
一
す
ぢ
に
い
ひ

と
り
て
、
情
そ
れ
に
あ
ふ
れ
た
る
也 

（
五
三
二
頁
）

　

さ
ら
に
、
本
書
や
右
の
二
著
で
は
、
甲
と
乙
の
要
素
が
い
ま
だ
並
列
的
に
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
の
が
、
初
期
の
歌
論
を
集
大
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

『
歌
道
非
唯
抄　

稿
本
』
に
至
っ
て
は
、

餘
情
有
心
な
ど
ゝ
申
す
は
、
則
感
じ
た
る
道
の
あ
る
所
、
平
生
の
誠
の
こ
り
た
る
所
な
れ
ば
、
こ
れ
を
神
と
も
申
候 

（『
全
集
第
四
巻
』
四
七
五
頁
）

神
と
は
、
哥
に
も
せ
よ
文
に
も
せ
よ
、
詞
の
う
ち
に
ふ
か
く
か
く
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
妙
を
具
し
た
る
魂
を
申
候 

（
同　

四
八
〇
頁
）

の
ご
と
く
、「
餘
情
」
と
「
神
」
な
る
効
用
性
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
一
的
に
把
握
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る（

13
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

本
書
の
学
説
は
、
そ
の
大
部
分
が
初
期
の
歌
論
書
で
よ
り
詳
し
く
展
開
せ
ら
れ
て
ゆ
く
と
分
か
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
御
杖
の
歌
論
の
基
本
的
な
要
素
は
、

本
書
の
段
階
で
ほ
ぼ
出
揃
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

14
）。

　

と
こ
ろ
で
、「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
ご
と
く
、
初
期
の
歌
論
に
お
い
て
御
杖
が
理
想
と
し
て
い
た
の
は
古
今
仮
名
序
で
は
な
く
、
新
撰
和
歌
の
序
文
、
就
中

た
ゞ
春
の
霞
、
秋
の
月
に
、
艶
流
を
言
泉
に
潤
し
、
花
の
色
、
鳥
の
聲
に
、
浮
藻
を
詞
露
に
鮮
に
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
皆
こ
こ
を
も
つ
て
天
地
を
動
か
し
、

神
祇
を
感
ぜ
し
め
、
人
倫
を
厚
う
し
、
孝
敬
を
成
し
、
上
は
も
つ
て
下
を
風
化
し
、
下
は
も
つ
て
上
を
諷
刺
す
。
ま
こ
と
に
文
を
綺
靡
の
下
に
假
る
と
い
へ
ど

も
、
し
か
も
ま
た
、
義
を
教
誡
の
中
に
取
れ
る
物
な
り 

（『
歌
道
非
唯
抄　

稿
本
』
四
五
五
頁
の
引
用
箇
所
を
御
杖
の
訓
点
に
従
っ
て
私
に
書
き
下
し
た
）

と
い
う
箇
所
で
あ
る（

15
）。
こ
の
く
だ
り
は
最
初
期
の
『
歌
道
非
唯
抄　

刊
本
』
に
も
紹
介
せ
ら
れ
て
い
て（
３
）、
そ
の
こ
と
か
ら
御
杖
が
一
貫
し
て
重
視
し
て
い
た

も
の
と
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
傍
線
箇
所
の
ご
と
く
、「
景
物
へ
の
附
託
」
と
「
効
用
性
」
を
旨
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
本
書
に
見
ら

れ
る
歌
論
的
要
素
と
の
間
に
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
記
述
内
容
が
具
体
例
を
伴
わ
な
い
簡
略
な
も
の
─
真
名
文
で
あ
る
こ
と
に
因
る
か
─
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
あ
る
い
は
、
新
撰
和
歌
序
に
見
出
し
た
理
想
を
、
仮
名
序
を
用
い
て
理
論
化
し
て
ゆ
く
中
で
、
御
杖
の
初
期
の
歌
論
の
要
素
は
形
成
せ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
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な
お
、
本
書
の
「
餘
情
」
観
な
ど
の
ご
と
き
、
御
杖
の
伝
統
歌
学
享
受
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、『
歌
道
非
唯
抄　

刊
本
』
や
『
う
た
ふ
く
ろ
』
な
ど
の
よ
り

詳
細
な
検
討
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

註（
１
）　

三
宅
清
『
富
士
谷
御
杖
』（
昭
和
十
七
年
三
省
堂
）
二
四
〜
五
八
頁
を
参
照
。

（
２
）　
「
富
士
谷
御
杖
『
哆
南
辨
乃
異
則
』
の
学
説
に
つ
い
て
」（『
日
本
文
藝
研
究
』
第
五
十
一
巻
第
三
号
〔
平
成
十
一
年
〕
所
収　

以
下
「
拙
稿
１
」
と
す
る
）、「
富
士
谷
御

杖
の
初
期
の
歌
道
に
お
け
る
成
章
学
説
継
承
に
つ
い
て
─
『
哆
南
辨
乃
異
則
』
の
書
名
の
問
題
か
ら
─
」（
同　

第
五
十
二
巻
第
二
号
〔
平
成
十
二
年
〕
所
収
）、「
富
士
谷

御
杖
『
北
邊
非
唯
漫
録
』
の
学
説
に
つ
い
て　

─
御
杖
学
説
の
全
体
像
研
究
の
一
環
と
し
て
─
」（
同　

第
五
十
三
巻
第
四
号
〔
平
成
十
四
年
〕
所
収　

以
下
「
拙
稿
２
」

と
す
る
）、「
富
士
谷
御
杖
の
初
期
の
歌
道
が
目
指
し
た
も
の　

─
『
歌
道
非
唯
抄　

稿
本
』
の
学
説
の
検
討
か
ら
─
」（『
大
阪
産
業
大
学
論
集　

人
文
科
学
編
』
一
一
六
号

〔
平
成
十
七
年
〕
所
収　

以
下
「
拙
稿
３
」
と
す
る
」）
な
ど
を
参
照
。

（
３
）　

寛
政
四
年
の
識
語
を
有
す
る
『
歌
道
非
唯
抄　

刊
本
』（『
全
集
第
四
巻
』
所
収
）
と
、翌
五
年
の
刊
行
で
あ
る
『
う
た
ふ
く
ろ
』（『
全
集
第
五
巻
』〔
昭
和
五
六
年
〕
所
収
）

と
に
は
い
ず
れ
も
「
成
壽
」
と
あ
り
、
寛
政
六
年
の
識
語
を
有
す
る
『
哆
南
辨
乃
異
則
』（『
全
集
第
四
巻
』
所
収
）
に
は
「
成な

り

元は
る

」
と
あ
る
。
な
お
『
全
集
第
三
巻
』
の
解

題
（
一
頁
）
で
は
、
本
書
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
「
寛
政
五
六
年
頃
」
と
し
て
い
る
。

（
４
）　

三
宅
氏
前
掲
書　

一
五
四
〜
一
五
六
頁
に
校
合
に
関
す
る
簡
単
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）　

各
段
の
冒
頭
箇
所
及
び
章
の
数
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
段
（
十
一
章
）
…
仮
名
序
冒
頭　

第
二
段
（
四
章
）
…
「
今
の
よ
の
な
か
、
色
に
つ
き
、
あ
だ
な
る
哥
、
は
か
な
き
こ
と
の
み
い
で
く
れ
ば
」
云
　々

第
三
段
（
十
二

章
）
…
「
い
に
し
へ
よ
り
か
く
つ
た
は
る
う
ち
に
も
、
な
ら
の
御
時
よ
り
ぞ
ひ
ろ
ま
り
に
け
る
」　

第
四
段
（
四
章
）
…
「
か
ゝ
る
に
、
今
す
べ
ら
ぎ
の
、
あ
め
の
し
た
し

ろ
し
め
す
こ
と
」
云
　々

第
五
段
（
四
章
）
…
「
そ
れ
ま
ろ
ら
、
こ
と
ば
春
の
花
の
に
ほ
ひ
す
く
な
く
し
て
」
云
々

な
お
本
稿
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
割
註
と
解
説
と
に
見
ら
れ
る
歌
論
的
な
要
素
を
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
た
め
、
本
文
の
校
合
の
実
際
の
詳
細
な
検
討
に
つ
い
て
は
別
途
採
り
上
げ

る
機
会
に
俟
つ
こ
と
と
す
る
。

（
６
）　

本
書
で
は
「
次
第
」
に
続
け
て
「
歌
を
声
に
出
し
て
詠
む
」
こ
と
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
紙
数
の
都
合
及
び
、
後
年
の
歌
論
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
今
回
は
採
り
上
げ
な
い
こ
と
と
し
た
。

（
７
）　

こ
こ
で
の
「
誠
」
は
後
年
の
「
真
言
」
の
ご
と
き
独
自
の
術
語
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
『
和
歌
大
辞
典
』（
昭
和
六
一
年
明
治
書
院
）
の
「
実
情
」
の
項
に
「
各
人
が
本

来
的
に
持
っ
て
い
る
性
情
が
、
事
に
ふ
れ
自
然
に
発
動
し
て
生
ず
る
ま
こ
と
の
思
い
」（
四
五
一
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
ご
と
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
拙
稿
３　

二
〜
四
頁
も
参
照
。

（
８
）　

小
町
な
ど
、
そ
の
他
の
歌
仙
評
に
つ
い
て
は
、
歌
論
と
の
関
わ
り
が
特
に
認
め
ら
れ
な
い
の
で
本
稿
で
は
扱
う
こ
と
を
し
な
い
が
、
た
と
え
ば
解
説
に
「
よ
き
所
の
超
倫

な
る
よ
り
く
ら
べ
て
は
、
少
し
お
と
れ
る
所
あ
る
よ
し
を
い
へ
る
ま
で
也
」（
八
五
頁
）
と
あ
る
ご
と
く
、
貫
之
の
記
述
は
単
な
る
批
判
で
は
な
く
、
む
し
ろ
高
い
評
価
で
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あ
る
旨
を
、
い
ず
れ
の
歌
人
に
対
し
て
も
述
べ
て
い
る
。

（
９
）　
「
對
伏
乃
意
」
に
つ
い
て
は
、『
哆
南
辨
乃
異
則
』
と
『
北
邊
非
唯
漫
録
』
と
に
見
ら
れ
る
術
語
「
對む

か
へ」

の
用
法
か
ら
「
反
対
の
意
味
」「
裏
の
意
味
」
な
ど
の
意
と
な
る

か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
拙
稿
２　

四
二
〜
四
四
頁
も
参
照
。

（
10
）　

註
３
に
も
記
し
た
ご
と
く
、『
哆
南
辨
乃
異
則
』
が
、
御
杖
の
「
成
壽
」
か
ら
「
成
元
」
へ
と
改
名
し
た
直
後
の
執
筆
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
拠
る
。
な
お
拙
稿
１　

一

〇
〇
〜
一
〇
一
頁
を
参
照
。

（
11
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
１　

一
〇
六
〜
一
一
二
頁
を
参
照
。

（
12
）　

こ
の
書
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
拙
稿
２
の
三
四
〜
三
五
頁
を
、歌
論
に
つ
い
て
は
三
七
〜
五
〇
頁
を
参
照
。
な
お
、「
公
の
益
」
に
つ
い
て
は
後
年
の
『
北
邊
膸
腦
』『
眞

言
辨
』
に
言
及
せ
ら
れ
て
い
る
（
五
八
五
〜
五
八
七
、
七
一
七
〜
七
二
四
頁
）
が
、
初
期
の
歌
論
で
は
取
り
立
て
て
扱
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、『
歌
道
非
唯
抄　

刊
本
』
に
本

書
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
記
述
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
（
三
六
七
頁
）。

（
13
）　

こ
の
書
の
学
説
に
つ
い
て
は
拙
稿
３　

二
〜
六
頁
を
参
照
。

（
14
）　

た
だ
し
、
初
期
の
歌
論
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
「
歌
の
対
他
者
的
教
誡
性
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
本
書
で
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
古
今
仮
名
序
と
新
撰

和
歌
序
─
後
述
の
引
用
箇
所
に
「
教
誡
」
と
あ
る
─
と
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
も
い
い
得
る
。
な
お
拙
稿
２　

三
七
〜
三
八
頁
及
び
拙
稿
３　

二
〜
四
頁
も
参
照
。

（
15
）　
『
哆
南
辨
乃
異
則
』
四
二
七
頁
や
『
北
邊
非
唯
漫
録
』
五
二
三
頁
に
も
新
撰
和
歌
序
へ
の
言
及
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
後
年
の
『
北
邊
膸
腦
』『
眞
言
辨
』
に
も

そ
の
序
へ
の
言
及
は
存
在
す
る
（
五
七
六
〜
五
七
七
、
七
一
九
頁
）
が
、
そ
こ
で
の
扱
い
は
初
期
の
そ
れ
と
は
異
な
る
の
で
今
は
扱
わ
な
い
。

※
資
料
か
ら
の
引
用
に
際
し
、
読
解
の
便
宜
を
図
っ
て
私
に
句
読
点
、
濁
点
、
鉤
括
弧
な
ど
を
附
し
、
か
つ
割
註
も
通
常
の
文
字
サ
イ
ズ
で
表
記
し
た
。
ま
た
異
体
字
や
省
文
、

連
綿
記
号
な
ど
に
つ
い
て
も
通
行
の
表
記
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
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