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第
一
節　

十
六
・
十
七
世
紀
の
接
続

十
六
世
紀
の
和
歌
状
況

　

応
仁
の
乱
の
後
、
皇
室
式
微
の
時
代
の
堂
上
歌
壇
と
し
て
は
、
後
柏
原
天
皇
（
一
四
六
四
〜
一
五
二
六
）
と
臣
下
に
よ
る
そ
れ
が
あ
っ

た
。
す
ぐ
れ
た
歌
人
を
輩
出
し
、
和
歌
活
動
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
（
な
お
、「
堂
上
」
は
公
家
を
意
味
し
、
対
義
語
は
庶
民
の
意
を
表

す
「
地
下
」
で
あ
る
）。

　

臣
下
の
中
で
も
特
に
傑
出
し
、
後
代
ま
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
三
条
西
実
隆
（
一
四
五
五
〜
一
五
三
七
）
で
あ
る
。
そ
の

歌
風
は
、
近
世
前
期
の
堂
上
歌
論
に
お
い
て
「
殊
の
外
は
た
ら
き
い
ろ
い
ろ
の
屈
曲
な
ど
あ
る
」（
武
者
小
路
実
陰
述
『
詞
林
拾
葉
』
正

徳
五
年
〈
一
七
一
五
〉
六
月
四
日
条
）
と
評
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
和
歌
作
品
が
膨
大
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
中
、
用
い
る
歌
こ
と
ば
は
大

き
く
変
え
ず
に
組
み
合
わ
せ
を
ず
ら
し
な
が
ら
新
し
さ
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
と
、「
屈
曲
」
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
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一
二
四

　

実
隆
の
歌
を
一
首
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
（
以
下
、
和
歌
本
文
の
後
に
通
釈
を
掲
げ
、
さ
ら
に
鑑
賞
を
記
す
。）

　
　
　
　

萩
露

　
　

枝
な
が
ら
見
む
も
幾
ほ
ど
色
か
は
る
下
葉
は
も
ろ
し
萩
の
上
の
露 

（
雪
玉
集
・
五
三
二
〇
番
）

　

枝
に
つ
い
た
ま
ま
見
ら
れ
る
の
は
、
ど
の
く
ら
い
の
間
で
あ
ろ
う
か
。
色
の
変
わ
っ
た
下
葉
は
散
り
や
す
く
て
、
萩
の
上
に
置
か
れ
た

露
も
す
ぐ
に
落
ち
て
し
ま
う
。

　

本
歌
は
、

　
　

萩
の
露
玉
に
貫
か
む
と
取
れ
ば
消
ぬ
よ
し
見
む
人
は
枝
な
が
ら
見
よ 

（
古
今
集
・
秋
上
・
読
人
不
知
・
二
二
二
番
）

で
あ
る
。
古
今
歌
が
、
枝
に
つ
い
た
ま
ま
萩
の
上
の
露
を
味
わ
お
う
と
詠
む
の
に
対
し
て
、
実
隆
は
そ
れ
す
ら
困
難
で
あ
る
と
、
そ
の
は

か
な
さ
を
引
き
立
た
せ
る
。

　
「
も
ろ
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
興
味
深
い
。
も
と
も
と
は
京
極
派
が
し
ば
し
ば
用
い
た
表
現
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
に
は
二
条
派
で

も
用
い
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
下
葉
」
を
「
も
ろ
し
」
と
す
る
の
は
連
歌
に
お
い
て
定
着
し
た
用
法
で
あ
り
、
そ
の
影
響
が
あ
っ
た
か

ら
な
の
だ）

1
（

。
和
歌
か
ら
派
生
し
た
連
歌
だ
っ
た
が
、
中
世
後
期
に
な
る
と
、
連
歌
が
和
歌
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
）
2
（

。

　

一
首
の
体
と
し
て
は
、
二
句
切
れ
が
均
衡
を
崩
し
そ
う
に
な
る
危
う
さ
を
抱
え
つ
つ
、
な
だ
ら
か
さ
を
き
わ
ど
く
保
っ
た
と
見
た
い
。

こ
の
あ
た
り
も
、
実
隆
の
特
質
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

文
学
史
的
な
図
式
と
し
て
は
、
応
仁
の
乱
に
よ
る
文
化
的
な
断
絶
が
あ
り
、
後
柏
原
天
皇
の
時
代
か
ら
少
し
ず
つ
学
問
や
文
芸
が
復
興

し
て
い
っ
て
、
戦
国
の
世
を
迎
え
る
も
の
の
和
歌
の
灯
は
消
え
る
こ
と
な
く
、
次
項
で
述
べ
る
後
水
尾
天
皇
の
時
代
に
最
初
の
達
成
が
な
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一
二
五

さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
間
を
つ
な
い
だ
の
は
、
つ
ま
り
中
世
か
ら
近
世
へ
の
和
歌
史
の
橋
渡
し
を
し
た
の
は
、
武
将

で
も
あ
っ
た
細
川
幽
斎
（
一
五
三
四
〜
一
六
一
〇
）
で
あ
る
。

　

幽
斎
は
、
足
利
義
昭
・
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
ら
に
仕
え
た
。
三
条
西
実
枝
（
実
隆
の
孫
）
の
子
公
国
が
ま
だ
幼
か
っ
た

た
め
、
実
枝
か
ら
古
今
伝
受
を
授
か
り
、
そ
れ
を
公
国
に
授
け
│
返
し
伝
受
と
言
う
│
、
さ
ら
に
公
国
が
没
し
た
後
に
は
そ
の
子
の
実
条

に
授
け
て
い
る
。
ま
た
、
智
仁
親
王
（
後
陽
成
天
皇
の
皇
弟
）
に
も
授
け
、
そ
れ
が
後
水
尾
天
皇
に
伝
わ
っ
て
、
御
所
伝
受
と
し
て
確
立

す
る
。

　

幽
斎
の
歌
も
一
首
挙
げ
る
。

　
　
　
　

檐
梅

　
　

軒
ち
か
き
梅
が
香
な
が
ら
玉
簾
ひ
ま
も
と
め
入
る
春
の
夕
風 

（
衆
妙
集
・
七
番
）

　

軒
端
近
く
漂
う
梅
の
香
り
と
と
も
に
玉
簾
の
わ
ず
か
な
隙
間
を
も
探
し
出
し
て
入
っ
て
く
る
春
の
夕
風
で
あ
る
こ
と
だ
。

　

本
歌
は
、

　
　

吹
く
風
に
わ
が
身
を
な
さ
ば
玉
簾
ひ
ま
求
め
つ
つ
入
る
べ
き
も
の
を 

（
伊
勢
物
語
・
六
十
四
段
）

で
あ
る
。
文
の
や
り
取
り
の
み
で
情
を
交
わ
す
こ
と
の
な
か
っ
た
女
に
対
し
て
、
風
に
な
り
玉
簾
の
わ
ず
か
な
隙
間
か
ら
入
っ
て
あ
な
た

に
近
付
き
た
い
と
詠
む
。
幽
斎
は
、
こ
の
恋
の
歌
を
春
の
歌
に
変
え
て
、
一
首
に
仕
立
て
た
。
意
味
も
通
り
や
す
く
、
ま
た
「
春
の
夕

風
」
に
は
昔
男
の
俤
も
看
取
さ
れ
、『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
が
持
っ
て
い
た
艶
な
る
味
わ
い
も
持
ち
越
さ
れ
て
、
優
美
な
感
じ
も
あ
る
。

幽
斎
の
す
ぐ
れ
た
技
巧
が
十
分
に
感
じ
取
れ
る
一
首
と
言
え
る
だ
ろ
う）

3
（

。
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後
水
尾
天
皇

　

近
世
初
期
、
後
水
尾
天
皇
（
一
五
九
六
〜
一
六
八
〇
）
を
中
心
と
す
る
堂
上
歌
壇
は
、
隆
盛
を
誇
っ
た
。

　

寛
永
（
一
六
二
四
〜
四
四
）
頃
ま
で
は
、
三
条
西
実
条
・
烏
丸
光
広
・
中
院
通
村
ら
後
水
尾
天
皇
よ
り
年
上
の
す
ぐ
れ
た
歌
人
た
ち
が

歌
壇
を
支
え
、
こ
の
三
人
が
没
し
た
後
、
後
水
尾
天
皇
か
ら
飛
鳥
井
雅
章
・
日
野
弘
資
・
中
院
通
茂
・
烏
丸
資
慶
ら
八
人
に
対
し
て
二
回

に
分
け
て
古
今
伝
受
が
な
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
歌
壇
を
運
営
し
和
歌
を
詠
む
際
の
規
範
を
、
後
柏
原
天
皇
の
歌
壇
と
実
隆
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
こ
と

は
、「
逍
遥
院
（
引
用
者
注
・
実
隆
の
法
名
）
歌
、
今
の
世
の
手
本
也
」「
歌
の
す
が
た
、
む
か
し
よ
り
次
第
次
第
に
う
つ
り
き
た
る
也
。

今
の
世
は
逍
遥
院
時
分
と
か
は
る
事
な
し
」（
以
上
、『
麓
木
鈔
』）
と
い
っ
た
後
水
尾
天
皇
の
発
言
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
は
地
続
き
で
あ
る
こ
と
が
顕
著
で
あ
る）

4
（

。

　

後
水
尾
天
皇
の
和
歌
へ
の
熱
の
入
れ
よ
う
は
尋
常
で
は
な
か
っ
た
。
印
象
的
な
逸
話
を
紹
介
し
よ
う
。
近
衛
家
熙
が
述
べ
た
も
の
を
記

し
た
『
槐
記
』
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
二
月
四
日
の
記
事
で
あ
る
。
あ
る
時
、
後
水
尾
天
皇
が
第
十
皇
子
堯
恕
法
親
王
に
「
立
花
も

ほ
ど
ほ
ど
に
し
た
方
が
よ
い
。
私
が
歯
を
悪
く
し
た
の
は
立
花
の
せ
い
な
の
だ
よ
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
法
親
王
は
く
す
く
す
と
笑
っ
て
、

「
歯
が
抜
け
た
の
は
和
歌
の
せ
い
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
が
、
後
水
尾
天
皇
（
当
時
は
も
う
法
皇
）
は
耳
が
遠
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
聞

こ
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

後
水
尾
天
皇
の
歌
風
と
は
、
作
意
を
凝
ら
す
と
い
う
意
味
で
の
「
趣
向）

5
（

」
と
一
首
の
こ
と
ば
続
き
を
な
だ
ら
か
に
整
え
る
と
い
う
意
味

で
の
「
つ
づ
け
が
ら）

6
（

」
の
共
存
を
目
指
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う）

7
（

。
そ
の
均
衡
の
取
れ
具
合
は
、
実
隆
よ
り
後
水
尾
天
皇
が
ま
さ
っ
て

い
る
。

　

少
し
角
度
を
変
え
て
み
る
と
、
先
ほ
ど
も
若
干
触
れ
た
が
、
く
り
返
し
使
用
さ
れ
て
き
た
歌
こ
と
ば
の
組
み
合
わ
せ
が
飽
和
状
態
に
な
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り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
理
に
組
み
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
結
果
、
あ
る
種
の
こ
と
ば
の
屈
曲
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
中
で
、
こ
と
ば

続
き
に
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
、
か
ろ
う
じ
て
優
美
さ
を
保
っ
て
い
る
の
が
、
後
水
尾
天
皇
の
歌
だ
っ
た
と
も
言
え
る）

8
（

。

　

で
は
、
後
水
尾
天
皇
の
歌
を
二
首
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　

梅

　
　

大
空
を
お
ほ
は
ん
袖
に
つ
つ
む
と
も
あ
ま
る
ば
か
り
の
風
の
梅
が
香 

（
後
水
尾
院
御
集
・
七
四
番
）

　

大
空
を
覆
う
ほ
ど
の
袖
に
包
ん
だ
と
し
て
も
、
風
に
吹
か
れ
た
梅
の
香
が
あ
た
り
一
面
に
漂
っ
て
い
る
。

　

本
歌
は
、

　
　

大
空
に
お
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖
も
が
な
春
咲
く
花
を
風
に
ま
か
せ
じ 

（
後
撰
集
・
春
下
・
読
人
不
知
・
六
四
番
）

で
あ
ろ
う
。
後
撰
歌
で
は
、
桜
花
が
風
に
吹
か
れ
て
散
ら
な
い
よ
う
に
大
空
を
覆
う
ほ
ど
の
袖
が
ほ
し
い
と
歌
う
の
を
、
後
水
尾
天
皇
の

歌
で
は
、
そ
の
よ
う
な
袖
が
あ
っ
て
も
そ
こ
か
ら
あ
ふ
れ
出
る
ほ
ど
の
梅
の
香
だ
と
し
て
、
梅
香
の
す
ば
ら
し
さ
を
強
調
す
る
。
そ
こ
が

「
趣
向
」
で
あ
る
。
参
考
歌
と
し
て
は
、

　
　

大
空
は
梅
の
匂
ひ
に
霞
み
つ
つ
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
月 

（
新
古
今
集
・
春
上
・
藤
原
定
家
・
四
〇
番
）

が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
後
水
尾
天
皇
の
歌
は
一
首
全
体
が
優
雅
に
整
う
。
そ
こ
に
「
つ
づ
け
が
ら
」
を
見
て
取
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
　
　
　

寄
若
菜
祝
言

　
　

若
菜
摘
む
袖
の
よ
そ
め
も
白
妙
の
鶴
の
毛
衣
千
世
は
見
え
け
り 

（
後
水
尾
院
御
集
・
六
四
番
）

　

若
菜
摘
み
を
す
る
人
々
の
袖
を
遠
目
に
見
る
と
、
白
妙
の
鶴
の
毛
衣
の
よ
う
だ
。
こ
れ
か
ら
千
年
も
の
繁
栄
が
見
通
せ
る
こ
と
で
あ
る

な
あ
。
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若
菜
摘
み
の
人
々
の
袖
が
白
い
こ
と
は
、

　
　

春
日
野
の
若
菜
摘
み
に
や
白
妙
の
袖
ふ
り
は
へ
て
人
の
行
く
ら
ん 

（
古
今
集
・
春
上
・
紀
貫
之
・
二
二
番
）

に
よ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
白
い
衣
が
遠
目
に
は
鶴
の
毛
衣
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
の
は
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
巻
で
、
紫
の
上
に
よ

っ
て
光
源
氏
の
四
十
賀
が
催
さ
れ
、
楽
人
た
ち
が
盛
り
上
げ
て
く
れ
た
後
、
退
出
す
る
場
面
の
描
写
、

白
き
も
の
ど
も
を
品
々
か
づ
き
て
、
山
際
よ
り
池
の
提
過
ぐ
る
ほ
ど
の
よ
そ
目
は
、
千
歳
を
か
ね
て
あ
そ
ぶ
鶴
の
毛
衣
に
思
ひ
ま
が

へ
る
。

を
踏
ま
え
て
い
る
。「
鶴
の
毛
衣
」
は
、
鶴
の
羽
毛
を
衣
に
喩
え
た
こ
と
ば
で
あ
る
。「
千
歳
を
か
ね
て
」
と
い
う
『
源
氏
』
の
こ
と
ば
も
、

「
千
世
は
見
え
け
り
」
に
反
映
さ
れ
て
い
よ
う
。
後
水
尾
天
皇
の
歌
は
、
古
今
歌
と
源
氏
世
界
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
つ
つ
、
歌
体
と
し
て
は
、

四
句
で
一
呼
吸
置
く
こ
と
で
、
五
句
目
に
余
情
を
た
た
え
る
。
物
語
世
界
を
取
り
つ
つ
（「
趣
向
」）、「
つ
づ
け
が
ら
」
に
も
一
工
夫
し
た

歌
と
言
え
よ
う
。

中
院
通
村

　

後
水
尾
天
皇
の
歌
壇
の
中
で
も
、
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
臣
下
と
言
え
ば
、
ま
ち
が
い
な
く
中
院
通
村
（
一
五
八
八
〜
一
六
五

三
）
で
あ
ろ
う
。
そ
の
歌
風
は
、
後
水
尾
天
皇
に
比
べ
る
と
よ
り
繊
細
で
、
こ
と
ば
続
き
も
優
雅
で
あ
る
。

　
　
　
　

春
雨

　
　

庭
の
面
は
降
る
と
も
見
え
ぬ
春
雨
の
霞
に
落
つ
る
軒
の
玉
水 

（
後
十
輪
院
内
府
集
・
一
八
四
番
）

　

庭
の
表
面
に
は
降
っ
て
い
る
と
見
え
な
い
ほ
ど
か
す
か
に
し
か
春
雨
は
降
ら
な
い
、
霞
の
底
に
流
れ
落
ち
て
い
く
、
軒
端
を
伝
う
雨
の

雫
で
あ
る
こ
と
だ
。
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春
雨
と
い
う
歌
材
そ
の
も
の
が
繊
細
さ
を
帯
び
て
お
り
、
そ
れ
を
技
巧
を
凝
ら
し
つ
つ
、
表
現
す
る
。「
軒
の
玉
水
」
は
、
軒
の
雫
を

玉
に
喩
え
た
。
上
句
で
「
春
雨
」
と
詠
み
、
下
句
で
そ
れ
を
「
軒
の
玉
水
」
と
よ
り
焦
点
化
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
き
れ
い
だ
と
思
う
。
下

句
に
は
、

　
　

暮
れ
て
ゆ
く
春
の
み
な
と
は
知
ら
ね
ど
も
霞
に
落
つ
る
宇
治
の
柴
舟 

（
新
古
今
集
・
春
下
・
寂
蓮
・
一
六
九
番
）

　
　

つ
く
づ
く
と
春
の
な
が
め
の
さ
び
し
き
は
し
の
ぶ
に
つ
た
ふ
軒
の
玉
水 

（
新
古
今
集
・
春
上
・
行
慶
・
六
四
番
）

な
ど
が
意
識
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
う
い
っ
た
『
新
古
今
集
』
歌
の
雰
囲
気
や
こ
と
ば
を
用
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
細
や
か
に
状
況
を
作
り
上

げ
て
詠
ん
で
い
る
わ
け
だ
。
も
っ
と
も
京
極
為
兼
に
は
、

　
　

春
雨
は
か
す
め
る
空
に
降
り
暮
れ
て
音
し
づ
か
な
る
軒
の
玉
水 

（
題
林
愚
抄
・
八
〇
二
番
）

と
い
う
歌
が
あ
り
、
こ
の
歌
も
参
考
に
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い）

9
（

。

　

大
き
く
捉
え
て
見
た
場
合
、
新
し
さ
を
生
み
出
す
た
め
に
、
過
去
の
作
品
を
よ
り
細
か
く
具
象
化
し
て
い
く
過
程
が
、
中
古
か
ら
中
世
、

そ
し
て
近
世
初
期
の
和
歌
史
に
は
認
め
ら
れ
る
わ
け
だ
。

松
永
貞
徳

　

近
世
初
期
の
地
下
の
歌
人
・
古
典
学
者
と
し
て
最
も
す
ぐ
れ
て
い
た
の
は
、
松
永
貞
徳
（
一
五
七
一
〜
一
六
五
三
）
だ
っ
た
。
俳
諧
や

狂
歌
に
強
い
影
響
力
が
あ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
細
川
幽
斎
に
和
歌
を
学
び
、
里
村
紹
巴
に
連
歌
を
学
ん
で
い
る
。
貞
徳
に
は
正
式

に
古
今
伝
受
を
授
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
負
い
目
が
あ
り
、「
伝
受
」
や
「
師
伝
」
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
一
方
、
そ
れ
に
縛
ら
れ
な

い
自
由
さ
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た）

10
（

。
歌
風
は
伝
統
に
即
し
た
、
穏
当
な
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
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初
春
待
花

　
　

声
の
綾
け
さ
織
り
そ
め
し
鶯
に
と
は
ば
や
い
つ
と
花
の
に
し
き
を 

（
逍
遊
集
・
三
〇
二
番
）

　

綾
布
を
織
り
始
め
る
よ
う
に
、
今
朝
、
声
を
立
て
始
め
て
い
る
鶯
に
問
い
か
け
た
い
こ
と
だ
、
桜
花
が
錦
の
よ
う
に
な
る
の
は
、
い
つ

か
と
。

　
「
声
の
綾
」
は
、

　
　

秋
来
れ
ば
野
も
せ
に
虫
の
織
り
み
だ
る
声
の
綾
を
ば
誰
か
着
る
ら
む 

（
後
撰
集
・
秋
上
・
藤
原
元
義
・
二
六
二
番
）

に
よ
る
。
虫
の
音
は
綾
布
を
織
る
よ
う
だ
と
い
う
表
現
を
鶯
の
そ
れ
に
言
い
換
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
花
の
に
し
き
」
│
桜
が
咲
く

さ
ま
を
錦
織
物
に
見
立
て
た
│
は
、

　
　

散
り
か
か
る
花
の
に
し
き
は
着
た
れ
ど
も
か
へ
ら
む
こ
と
ぞ
忘
ら
れ
に
け
る 

（
千
載
集
・
春
下
・
藤
原
実
房
・
九
〇
番
）

に
よ
る
。
そ
の
よ
う
に
証
例
の
あ
る
こ
と
ば
や
美
意
識
を
用
い
て
手
堅
く
詠
む
と
こ
ろ
に
貞
徳
の
特
質
が
見
て
取
れ
よ
う）

11
（

。

木
下
長
嘯
子

　

貞
徳
が
正
統
的
な
地
下
歌
人
と
す
れ
ば
、
お
な
じ
地
下
で
も
、
伝
統
に
と
ら
わ
れ
ず
自
由
な
詠
み
ぶ
り
を
示
し
た
歌
人
と
し
て
名
高
い

の
が
、
木
下
長
嘯
子
（
一
五
六
九
〜
一
六
四
九
）
で
あ
る
。
豊
臣
秀
吉
の
北
政
所
（
ね
ね
）
の
甥
で
、
小
浜
城
主
だ
っ
た
が
、
関
ケ
原
の

合
戦
の
後
、
隠
棲
し
た
。

　

な
お
、
長
嘯
子
に
は
伝
統
的
な
歌
学
へ
の
批
判
意
識
も
認
め
ら
れ
、
下
河
辺
長
流
や
戸
田
茂
睡
ら
和
歌
を
革
新
し
よ
う
と
し
た
歌
人
た

ち
の
先
駆
け
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た）

12
（

。

　
　
　
　

古
郷
月
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里
は
荒
れ
て
燕
な
ら
び
し
梁
の
古
巣
さ
や
か
に
照
ら
す
月
か
げ 

（
挙
白
集
・
八
四
七
番
）

　

故
郷
の
家
は
荒
れ
果
て
て
、
か
つ
て
燕
が
雌
雄
仲
よ
く
並
ん
で
い
た
梁
の
上
の
古
巣
を
、
く
っ
き
り
と
照
ら
す
月
光
で
あ
る
。

　

初
句
な
ど
は
、

　
　

里
は
荒
れ
て
月
や
あ
ら
ぬ
と
恨
み
て
も
た
れ
浅
茅
生
に
衣
う
つ
ら
ん 

（
新
古
今
集
・
秋
下
・
藤
原
良
経
・
四
七
八
番
）

を
少
し
意
識
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
白
居
易
の
「
上
陽
白
髪
人
」
の
中
に
あ
る
「
梁
燕　

双
栖
す
れ
ど
も
老
い
て
妬
む

を
休
む
」（
梁
に
巣
を
作
っ
た
燕
は
雌
雄
が
番
い
で
い
る
が
、
自
分
も
年
を
取
っ
た
の
で
、
妬
む
気
も
し
な
い
）
を
踏
ま
え
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
長
嘯
子
の
歌
は
、
燕
が
仲
睦
ま
じ
く
過
ご
し
た
巣
も
古
び
て
し
ま
い
、
月
だ
け
が
そ
れ
を
照
ら
し
て
い
る
と
い
う
、
蕭
条
と
し
た

光
景
な
の
で
あ
る
。
漢
詩
の
世
界
に
学
ん
だ
こ
と
で
得
ら
れ
た
硬
質
な
こ
と
ば
の
連
な
り
が
、
清
新
さ
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

第
二
節　

十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
前
半
へ

霊
元
天
皇

　

後
水
尾
天
皇
の
後
、
最
も
栄
え
た
堂
上
歌
壇
は
、
後
水
尾
天
皇
の
第
十
八
皇
子
で
あ
っ
た
霊
元
天
皇
（
一
六
五
四
〜
一
七
三
二
）
の
そ

れ
で
あ
っ
た
。
後
水
尾
天
皇
が
基
盤
を
作
っ
た
上
で
登
場
し
た
と
い
う
状
況
、
よ
り
社
会
が
成
熟
し
た
元
禄
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
三
）、

享
保
（
一
七
一
六
〜
三
六
）
と
い
う
時
代
に
も
恵
ま
れ
て
、
和
歌
活
動
は
量
的
に
は
後
水
尾
天
皇
の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

後
水
尾
天
皇
の
大
局
を
見
渡
す
よ
う
な
大
ら
か
さ
や
、
寛
永
と
い
う
時
代
が
持
っ
て
い
た
時
代
の
始
ま
り
の
熱
気
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ

て
、
後
水
尾
天
皇
の
そ
れ
の
方
が
質
的
に
は
上
回
っ
て
い
る
と
感
じ
る
。

　

霊
元
天
皇
を
支
え
た
臣
下
に
は
、
中
院
通
茂
・
清
水
谷
実
業
・
武
者
小
路
実
陰
・
烏
丸
光
栄
ら
が
い
る
。
ま
た
、
霊
元
天
皇
の
歌
壇
で
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は
ま
だ
若
か
っ
た
が
、
そ
の
後
本
格
的
に
活
躍
し
、
武
家
を
中
心
と
し
た
江
戸
堂
上
派
を
形
成
し
て
、
大
き
な
勢
力
を
築
き
上
げ
た
冷
泉

為
村
に
つ
い
て
も
特
記
し
て
お
く）

13
（

。

　

霊
元
天
皇
の
歌
を
一
首
挙
げ
よ
う
。
後
水
尾
天
皇
が
造
営
し
た
修
学
院
離
宮
に
、
霊
元
天
皇
が
御
幸
し
た
時
の
歌
文
集
『
元
陵
御
記
』

享
保
七
年
条
で
の
歌
で
あ
る
。
一
条
寺
曼
殊
院
に
立
ち
寄
っ
た
際
、
四
方
に
枝
が
広
が
っ
た
八
重
桜
が
一
本
だ
け
花
盛
り
で
あ
る
の
を
見

て
、
詠
ん
だ
。

　
　

色
も
香
も
四
方
に
こ
ぼ
る
る
さ
か
り
に
て
ひ
と
き
の
は
な
の
飽
か
ぬ
木
高
さ

　

こ
の
桜
の
花
は
色
も
香
も
四
方
に
あ
ふ
れ
出
る
盛
り
で
、
一
本
の
飽
き
る
こ
と
な
い
木
立
の
高
さ
よ
。

　
「
は
な
の
」
を
「
さ
く
ら
」
と
す
る
本
文
も
あ
る
が
、「
は
な
の
」
で
つ
な
が
り
も
よ
い
。
気
品
が
あ
っ
て
、
帝
王
ぶ
り
と
い
う
感
じ
が

す
る
。

地
下
歌
壇

　

十
七
世
紀
末
前
後
の
地
下
歌
壇
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。
貞
徳
の
門
流
に
連
な
る
の
が
、
望
月
長
孝
、
平
間
長
雅
、
有
賀
長
伯
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
河
瀬
菅
雄
、
恵
藤
一
雄
ら
も
門
流
を
な
し
、
一
雄
に
は
貞
徳
門
流
へ
の
批
判
意
識
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
と
は
別
に
、
堂
上

に
学
ん
で
い
た
の
が
、
梅
月
堂
の
祖
香
川
宣
阿
で
あ
る）

14
（

。

　

こ
こ
で
は
、
長
雅
の
歌
を
一
首
挙
げ
よ
う
。

　
　
　
　

宇
治
に
ま
か
り
て
、
水
上
の
花
を
見
て

　
　

い
か
ば
か
り
比
良
の
山
風
す
さ
む
ら
ん
花
ぞ
み
な
ぎ
る
宇
治
の
川
浪 

（
風
観
窓
長
雅
家
集
）

　

ど
ん
な
に
か
比
良
山
に
風
が
吹
き
荒
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
宇
治
川
に
立
つ
波
に
は
落
花
が
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
満
ち
て
い
る
。
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眼
前
に
あ
る
の
は
宇
治
川
、
そ
こ
か
ら
琵
琶
湖
畔
の
比
良
山
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。

下
河
辺
長
流
と
戸
田
茂
睡

　

伝
統
的
な
歌
学
に
従
う
こ
と
を
せ
ず
、
新
風
を
模
索
す
る
動
き
も
、
少
し
ず
つ
出
て
来
る
。

　

下
河
辺
長
流
（
一
六
二
七
〜
八
六
）
は
、
武
家
の
出
。
長
嘯
子
に
私
淑
し
て
い
た
。
そ
の
編
著
『
林
葉
累
塵
集
』
は
、
地
下
歌
人
の
撰

集
の
嚆
矢
で
あ
る
。
そ
の
序
に
曰
く
、

世
に
つ
か
さ
く
ら
ゐ
有
る
人
は
わ
が
と
も
が
ら
に
あ
ら
ね
ば
、
そ
の
人
々
の
う
た
に
於
い
て
は
稀
に
も
こ
れ
を
載
す
る
こ
と
な
し
。

た
だ
位
な
き
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
人
を
は
じ
め
と
し
て
、
あ
る
は
市
に
担
ふ
商
人
、
あ
る
は
山
田
に
つ
く
る
農
夫
、
あ
る
は
木
の
下

岩
の
上
に
あ
り
か
定
め
ぬ
桑
門
の
言
の
葉
に
、
さ
る
べ
き
一
ふ
し
こ
も
れ
る
を
ば
、
こ
れ
を
尋
ね
も
と
む
。

ま
た
、
徳
川
光
圀
に
『
万
葉
集
』
注
釈
を
依
頼
さ
れ
、
没
後
に
は
契
沖
に
引
き
継
が
れ
た
。

　

歌
風
に
つ
い
て
は
、
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
堂
上
歌
学
か
ら
の
脱
却
や
『
万
葉
集
』
の
尊
重
も
な
い
で
は
な
い
が
、
む
し
ろ
「
様
々
な
題

材
を
縦
横
に
用
い
て
、
か
つ
て
無
い
情
緒
や
印
象
を
創
出
し
、
ま
た
歌
材
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
妙
味
を
明
確
に
打
ち
出
そ
う
と
す
る
意

欲
的
な
態
度
」
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
和
歌
を
も
含
み
こ
ん
だ
さ
ら
な
る
和
歌
表
現
の
展
開
を
目
指
し
た
の
で
あ
る）

15
（

。

　
　
　
　

冬
の
歌
と
て

　
　

小
山
田
に
冬
の
夕
日
の
さ
し
柳
枯
れ
て
短
き
陰
ぞ
残
れ
る 

（
晩
花
集
・
八
七
五
番
）

　

山
あ
い
の
田
に
冬
の
夕
日
が
射
し
て
い
る
、
挿
し
木
し
た
柳
が
枯
れ
て
、
短
い
陰
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。

　
「
夕
日
の
射
し
」
と
「
さ
し
柳
」
が
掛
詞
で
あ
る
。「
小
山
田
」「
さ
し
柳
」
は
、

　
　

小
山
田
の
池
の
堤
に
さ
す
柳
成
り
も
成
ら
ず
も
汝
と
二
人
は
も 
（
万
葉
集
・
巻
十
四
・
作
者
未
詳
・
三
四
九
二
番
）
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に
よ
る
。
こ
の
恋
の
歌
を
、
冬
の
寂
寥
と
し
た
光
景
に
転
換
し
て
い
る
わ
け
だ
。

　

戸
田
茂
睡
（
一
六
二
九
〜
一
七
〇
六
）
は
、
三
河
岡
崎
藩
に
仕
え
た
が
、
致
仕
し
た
。「
寛
文
五
年
文
詞
」
で
制
詞
│
用
い
る
こ
と
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
歌
こ
と
ば
。
堂
上
歌
学
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
│
を
取
り
払
う
こ
と
を
主
張
す
る
な
ど
、
堂
上
歌
学
を
批
判
し
た
。

江
戸
名
所
記
『
紫
の
一
本
』
で
も
知
ら
れ
る
。

　
　

夕
霧
に
谷
中
の
寺
は
見
え
ず
な
り
て
日
暮
の
里
に
ひ
び
く
入
相 

（
鳥
の
迹
・
七
二
七
番
）

　

夕
霧
が
た
ち
こ
め
て
谷
中
の
寺
は
見
え
な
く
な
り
、
日
の
暮
れ
ゆ
く
日
暮
里
に
は
入
相
の
鐘
が
響
い
て
い
る
。

　
「
入
相
」
は
、
日
没
を
知
ら
せ
る
寺
の
鐘
の
音
。
茂
睡
は
、
江
戸
の
地
名
を
積
極
的
に
詠
み
込
む
こ
と
で
江
戸
名
所
詠
を
開
拓
し
た
。

こ
れ
も
一
つ
の
和
歌
革
新
と
言
え
る
。
な
お
、
こ
の
歌
は
大
田
南
畝
『
一
話
一
言
』
巻
四
十
に
も
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

田
安
宗
武

　

堂
上
が
権
威
を
保
ち
つ
つ
、
古
今
的
な
世
界
が
規
範
と
さ
れ
る
一
方
、
地
下
で
は
少
し
ず
つ
新
風
を
模
索
す
る
動
き
も
出
て
来
て
い
た
。

そ
う
い
う
中
で
、
起
爆
剤
と
し
て
機
能
し
た
の
は
『
万
葉
集
』
で
あ
っ
た
。

　
『
万
葉
集
』
研
究
の
金
字
塔
『
万
葉
代
匠
記
』
を
著
し
た
契
沖
ら
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
国
学
と
い
う
思
想
も
そ
れ
と
密
接

に
関
連
す
る
。
日
本
人
の
純
粋
な
精
神
を
見
極
め
る
た
め
に
、
古
代
的
な
文
献
を
古
代
語
の
検
証
と
と
も
に
読
む
べ
き
と
す
る
、
こ
の
思

想
運
動
に
よ
っ
て
、『
万
葉
集
』
に
関
心
を
持
つ
人
々
も
増
え
て
き
た
。

　

八
代
将
軍
吉
宗
の
次
男
で
、
田
安
家
の
祖
と
な
っ
た
、
田
安
宗
武
（
一
七
一
五
〜
七
一
）
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
を
尊
重

し
、
荷
田
在
満
、
賀
茂
真
淵
を
和
学
御
用
と
し
て
召
し
抱
え
た
。
有
職
故
実
に
も
詳
し
か
っ
た
。

風
も
よ
く
か
な
ひ
に
け
む
、
真
帆
引
き
ぬ
る
舟
の
澳
辺
に
見
え
つ
る
が
、
や
や
近
づ
く
ま
に
ま
に
月
影
の
い
と
お
も
し
ろ
く
さ
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三
五

し
出
で
た
る
を
見
て

　
　

真
帆
引
き
て
寄
せ
く
る
舟
に
月
照
れ
り
楽
し
く
あ
ら
む
其
の
舟
人
は 

（
悠
然
院
様
御
詠
草
・
八
六
番
）

　

帆
を
船
の
正
面
に
い
っ
ぱ
い
に
広
げ
、
近
付
い
て
く
る
船
に
、
月
が
美
し
く
照
っ
て
い
る
。
き
っ
と
楽
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
、
そ
の
船

頭
は
。

　
『
万
葉
集
』
を
彷
彿
さ
せ
る
「
其
の
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
の
び
や
か
さ
を
効
果
的
に
演
出
し
て
い
る
。

賀
茂
真
淵

　

賀
茂
真
淵
（
一
六
九
七
〜
一
七
六
九
）
は
、
遠
江
岡
部
郷
に
生
ま
れ
、
荷
田
春
満
に
学
び
、
古
典
の
研
究
に
い
そ
し
ん
だ
。
延
享
三
年

（
一
七
四
六
）、
田
安
宗
武
に
和
学
御
用
と
し
て
仕
え
る
。『
万
葉
集
考
』
は
画
期
的
な
注
釈
で
あ
っ
た
。
加
藤
千
蔭
・
村
田
春
海
・
本
居

宣
長
な
ど
多
く
の
門
人
が
い
る
。
そ
の
門
流
を
、
真
淵
の
家
号
が
「
県
居
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
県
門
と
称
し
た
。

　

真
淵
は
、
国
学
的
な
考
え
方
を
よ
り
強
く
打
ち
出
し
、
国
学
が
信
奉
し
た
文
献
に
基
づ
く
詠
歌
を
推
奨
す
る
。
堂
上
歌
学
が
『
古
今

集
』
を
聖
典
と
見
な
し
た
の
に
対
し
て
、『
万
葉
集
』
が
持
ち
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
真
淵
の
著
『
歌
意
考
』
か
ら
冒
頭
部
分
を
引

こ
う
。あ

は
れ
あ
は
れ
、
上
つ
代
に
は
、
人
の
こ
こ
ろ
ひ
た
ぶ
る
に
、
な
ほ
く
な
む
有
り
け
る
。
心
し
ひ
た
ぶ
る
な
れ
ば
、
な
す
わ
ざ
も
す

く
な
く
、
事
し
少
な
け
れ
ば
、
い
ふ
言
の
葉
も
、
さ
は
な
ら
ざ
り
け
り
。
し
か
あ
り
て
、
心
に
お
も
ふ
事
あ
る
と
き
は
、
言
に
あ
げ

て
う
た
ふ
。
こ
を
う
た
と
い
ふ
め
り
。
か
く
う
た
ふ
も
、
ひ
た
ぶ
る
に
ひ
と
つ
心
に
う
た
ひ
、
こ
と
葉
も
な
ほ
き
、
常
の
こ
と
ば
も

て
つ
づ
く
れ
ば
、
続
く
と
も
お
も
は
で
つ
づ
き
、
と
と
の
ふ
と
も
な
く
て
、
調
は
り
け
り
。

　

そ
の
よ
う
に
直
情
的
な
こ
と
ば
の
発
露
こ
そ
が
す
ば
ら
し
い
「
う
た
」
で
あ
り
、
そ
の
具
体
化
さ
れ
た
も
の
が
『
万
葉
集
』
だ
と
す
る
。
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そ
し
て
、『
万
葉
集
』
の
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
を
称
え
、『
古
今
集
』
の
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
を
排
す
る
。

　

も
っ
と
も
真
淵
は
四
十
歳
代
ま
で
は
む
し
ろ
『
古
今
集
』
に
親
し
み
を
抱
い
て
い
た
。
古
今
的
世
界
の
再
生
産
が
行
き
詰
ま
り
を
見
せ

て
い
た
和
歌
状
況
の
中
で
、『
万
葉
集
』
の
こ
と
ば
と
美
意
識
を
積
極
的
に
導
入
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
打
開
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

『
古
今
集
』
的
な
香
り
も
ほ
の
か
に
残
し
つ
つ
、『
万
葉
集
』
が
持
つ
根
源
的
な
豊
か
さ
を
う
ま
く
取
り
込
ん
だ
こ
と
で
、
真
淵
の
歌
に
は

奥
行
き
の
あ
る
味
わ
い
が
生
ま
れ
た
と
言
え
る）
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。

　

松
浦
静
山
の
随
筆
『
甲
子
夜
話
』
巻
十
三
が
伝
え
る
逸
話
を
紹
介
し
よ
う
。
あ
る
年
の
秋
の
野
分
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
家
が
吹
き
損

じ
た
翌
日
、
門
人
が
訪
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
風
で
屋
根
が
す
べ
て
吹
き
ま
く
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
日
の
光
が
射
し
込
ん
で
お
り
、
真

淵
が
素
知
ら
ぬ
顔
で
筆
と
硯
を
傍
ら
に
し
て
沈
思
し
て
い
る
体
だ
っ
た
。「
何
か
お
歌
が
で
き
ま
し
た
か
」
と
問
う
と
、
初
め
て
来
客
が

あ
っ
た
の
に
気
付
き
、
会
釈
し
な
が
ら
、
歌
を
書
き
示
し
た
。
門
人
は
そ
の
歌
の
「
高
達
な
る
風
韻
」
に
は
感
じ
入
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、

俗
事
に
捕
ら
わ
れ
ず
、
文
雅
の
道
に
集
中
す
る
歌
人
の
姿
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
真
淵
の
歌
を
二
首
引
く
。

　
　
　
　

花
の
歌
と
て

　
　

う
ら
う
ら
と
の
ど
け
き
春
の
心
よ
り
に
ほ
ひ
い
で
た
る
山
ざ
く
ら
花 

（
賀
茂
翁
家
集
・
五
八
番
）

　

う
ら
ら
か
で
の
ど
か
な
春
の
心
に
誘
い
出
さ
れ
て
、
美
し
く
咲
き
出
た
山
桜
の
花
で
あ
る
こ
と
だ
。

　

上
か
ら
下
ま
で
淀
み
な
く
す
っ
き
り
と
こ
と
ば
が
続
く
、
姿
の
き
れ
い
な
歌
だ
と
思
う
。

　
　

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
上
が
り
心
悲
し
も
ひ
と
り
し
思
へ
ば 

（
万
葉
集
・
巻
十
九
・
大
伴
家
持
・
四
二
九
二
番
）

　
　

世
の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し 

（
古
今
集
・
春
上
・
在
原
業
平
・
五
三
番
）

と
い
う
万
葉
・
古
今
歌
を
う
ま
く
混
ぜ
合
わ
せ
て
、
中
庸
を
得
た
美
し
さ
が
あ
る
。
そ
こ
が
、
い
い
。
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春
の
始
の
歌

　
　

小
筑
波
も
遠
つ
足
尾
も
霞
む
な
り
嶺
越
し
山
越
し
春
や
来
ぬ
ら
ん 

（
賀
茂
翁
家
集
・
一
番
）

　

筑
波
山
も
、
遠
い
足
尾
山
も
、
霞
ん
で
い
る
こ
と
だ
。
峰
を
越
え
、
山
を
越
え
て
、
春
は
や
っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
筑
波
山
」
と
そ
の
北
に
あ
る
「
足
尾
（
葦
穂
）
山
」
の
両
方
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、

　
　

筑
波
嶺
に
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
葦
穂
山
悪
し
か
る
咎
も
さ
ね
見
え
な
く
に 

（
万
葉
集
・
巻
十
四
・
作
者
未
詳
・
三
三
九
一
番
）

で
あ
る
。
た
だ
、
真
淵
は
下
句
の
心
情
表
現
は
採
ら
な
い）
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。
そ
の
こ
と
で
『
万
葉
集
』
の
濃
度
が
薄
ま
り
、
か
え
っ
て
淡
い
快
さ
が
生
ま

れ
る
。
そ
の
あ
た
り
も
、
真
淵
の
歌
の
よ
さ
の
秘
鍵
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
右
の
万
葉
歌
だ
け
で
な
く
、

　
　

甲
斐
が
嶺
を
嶺
越
し
山
越
し
吹
く
風
を
人
に
も
が
も
や
言
伝
て
や
ら
む 

（
古
今
集
・
巻
二
十
・
東
歌
・
一
〇
九
八
番
）

の
こ
と
ば
も
引
か
れ
る
。
万
葉
的
な
お
お
ら
か
さ
と
、
古
今
的
な
優
雅
さ
│
た
だ
し
こ
の
場
合
、
東
歌
な
の
で
、
幾
分
か
割
り
引
く
か
│

が
混
じ
り
合
っ
て
、
全
体
と
し
て
上
品
な
穏
や
か
さ
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
真
淵
の
技
量
を
感
じ
る
。

江
戸
堂
上
派
武
家
歌
壇

　

さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
冷
泉
為
村
は
幕
府
の
援
護
も
あ
っ
て
、
武
家
歌
人
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
。
他
に
も
、
飛
鳥
井
・
武
者
小

路
・
日
野
・
烏
丸
・
中
院
な
ど
の
家
々
が
武
士
の
和
歌
を
添
削
す
る
な
ど
し
た
結
果
、
武
家
歌
壇
も
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
た）

18
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中
院
通
茂
の
門
流
に
連
な
る
石
野
広
通
（
一
七
一
八
〜
一
八
〇
〇
）
が
編
纂
し
た
『
霞
関
集
』（
初
撰
本
、
明
和
五
年
〈
一
七
六
八
〉

成
立
、
寛
政
十
一
年
〈
一
七
九
九
〉
刊
）
は
収
録
歌
人
の
多
く
が
幕
臣
で
、
江
戸
堂
上
派
の
お
お
よ
そ
を
摑
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

広
通
の
歌
を
一
首
挙
げ
よ
う
。
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谷
帰
雁

　
　

か
へ
る
雁
春
を
余
所
な
る
谷
陰
は
花
な
き
里
と
し
ば
し
や
す
ら
へ 

（
霞
関
集
・
一
〇
〇
番
）

　

帰
っ
て
行
く
雁
よ
、
春
を
遠
い
余
所
事
に
思
っ
て
い
る
谷
陰
な
ら
ば
、
花
が
な
い
里
だ
と
思
っ
て
、
少
し
の
間
、
羽
を
休
め
な
さ
い
。

　

本
歌
は
、

　
　

春
霞
立
つ
を
見
捨
て
て
行
く
雁
は
花
な
き
里
に
住
み
や
な
ら
へ
る 

（
古
今
集
・
春
上
・
伊
勢
・
三
一
番
）

で
あ
ろ
う
。
広
通
の
歌
は
、
花
が
な
い
里
に
住
み
慣
れ
て
い
る
雁
も
、「
春
を
よ
そ
な
る
谷
陰
」
に
な
ら
、
留
ま
っ
て
お
く
れ
、
と
呼
び

か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
谷
で
は
春
も
余
所
事
と
い
う
の
は
、
次
の
歌
に
よ
る
。

　
　

光
な
き
谷
に
は
春
も
よ
そ
な
れ
ば
咲
き
て
と
く
散
る
物
思
ひ
も
な
し 

（
古
今
集
・
雑
下
・
清
原
深
養
父
・
九
六
七
番
）

　

穏
当
で
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
ま
と
め
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
。

第
三
節　

十
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
転
換

小
沢
蘆
庵

　

十
八
世
紀
の
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
近
世
和
歌
は
大
き
く
転
換
す
る
。
ま
ず
は
、
小
沢
蘆
庵
（
一
七
二
三
〜
一
八
〇
一
）
に
つ
い

て
記
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。

　

蘆
庵
は
初
め
冷
泉
為
村
に
入
門
し
て
堂
上
歌
学
を
学
ん
だ
が
、
の
ち
破
門
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
伝
統
的
な
考
え
方
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と

な
く
、「
た
だ
今
思
へ
る
事
を
、
我
が
言
は
る
る
詞
を
も
て
、
理
の
聞
ゆ
る
や
う
に
、
言
ひ
出
づ
る
、
こ
れ
を
歌
と
は
言
ふ
な
り
」（『
布
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三
九

留
の
中
道
』）
こ
と
や
「
あ
ま
ね
く
世
に
み
ち
み
ち
て
誰
も
し
れ
る
詞
を
も
て
、
卅
一
字
に
つ
づ
く
る
」（『
ふ
り
わ
け
髪
』）
こ
と
が
歌
だ

と
述
べ
、
日
常
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
ば
を
用
い
て
詠
ん
だ
「
た
だ
こ
と
歌
」
を
主
張
し
た
。

　

堂
上
和
歌
か
ら
真
淵
ら
国
学
者
の
和
歌
へ
の
展
開
に
お
い
て
、
和
歌
の
作
品
は
何
ら
か
の
古
典
に
基
づ
く
詠
ま
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
た

と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
擬
古
典
主
義
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
小
沢
蘆
庵
ら
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
和
歌
観
か
ら
脱
却
し
た
、
日

常
性
に
根
ざ
す
作
品
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
体
験
主
義
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
擬
古
典
主
義
か
ら
体
験
主

義
へ
の
転
換
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
だ
。
と
言
っ
て
も
、
擬
古
典
主
義
が
消
え
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
は
併
存
す
る
の

で
、
厳
密
に
は
体
験
主
義
の
台
頭
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

蘆
庵
の
歌
は
、
旧
来
の
和
歌
の
よ
う
に
表
現
に
意
を
尽
く
す
こ
と
を
意
識
的
に
自
制
し
、
対
象
に
感
情
移
入
し
つ
つ
詠
む
と
こ
ろ
に
独

自
性
が
あ
る）

19
（

。

　
　
　
　

瓜

　
　

賤
の
女
が
門
の
干
し
瓜
取
り
い
れ
よ
風
ゆ
ふ
だ
ち
て
雨
こ
ぼ
れ
き
ぬ 

（
六
帖
詠
草
・
五
一
五
番
）

　

賤
の
女
よ
、
門
口
に
干
し
て
あ
る
瓜
を
早
く
取
り
入
れ
な
さ
い
。
風
が
夕
方
に
起
こ
り
立
ち
、
雨
が
落
ち
て
き
た
の
で
。

　
「
干
し
瓜
」
は
、
天
日
に
干
し
た
瓜
。
庶
民
の
女
性
の
家
の
生
活
感
あ
ふ
れ
る
一
齣
を
描
い
た
一
首
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
上
句
で
女
に

命
じ
て
、
下
句
で
風
と
雨
の
状
況
を
畳
み
か
け
て
歌
う
と
こ
ろ
に
、
急
激
な
天
気
の
変
化
に
焦
る
作
者
の
気
持
ち
が
感
じ
取
れ
て
、
そ
こ

が
よ
い
。

　
　
　
　

南
の
林
の
中
に
あ
ま
た
の
髫
髪
子
ど
も
か
し
ま
し
く
来
る
を
見
て

　
　

栗
も
ゑ
み
柿
も
色
づ
き
髫
髪
ら
が
ほ
こ
ら
し
げ
な
る
時
も
来
に
け
り 

（
六
帖
詠
草
・
九
五
五
番
）

　

栗
も
笑
う
よ
う
に
裂
け
開
き
、
柿
も
熟
し
て
色
づ
い
て
、
幼
い
子
ら
が
得
意
そ
う
な
時
が
や
っ
て
来
た
こ
と
だ
。
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秋
の
豊
か
な
実
り
を
喜
ぶ
子
ど
も
た
ち
と
い
う
光
景
は
、
伝
統
的
な
和
歌
世
界
か
ら
は
離
脱
し
て
、
日
常
性
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た

か
ら
こ
そ
詠
ま
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

加
藤
千
蔭

　

蘆
庵
よ
り
も
優
美
さ
を
保
ち
つ
つ
、
し
か
し
体
験
主
義
的
な
方
向
に
舵
を
切
り
、
全
体
と
し
て
秀
歌
を
多
く
詠
じ
た
の
が
、
江
戸
派
の

加
藤
千
蔭
や
村
田
春
海
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
、
真
淵
が
『
万
葉
集
』
に
傾
斜
す
る
以
前
の
門
人
で
あ
っ
た
た
め
、
む
し
ろ
古
今
集
・
新

古
今
集
的
な
世
界
に
親
し
み
を
持
ち
続
け
た
。
江
戸
と
い
う
地
に
住
ん
で
そ
こ
に
愛
着
を
持
ち
、
江
戸
の
こ
と
ば
に
日
々
接
し
た
歌
人
た

ち
に
よ
っ
て
、
新
し
い
感
覚
の
歌
々
が
詠
ま
れ
て
い
く
。

　

加
藤
千
蔭
（
一
七
三
五
〜
一
八
〇
八
）
は
、
江
戸
町
奉
行
所
与
力
で
あ
っ
た
。
歌
人
と
し
て
は
、
春
海
よ
り
も
上
で
あ
ろ
う
（
文
に
つ

い
て
は
春
海
が
名
高
い
）。
注
釈
に
『
万
葉
集
略
解
』
が
あ
る
。

　
　
　
　

郭
公

　
　

隅
田
河
堤
に
立
ち
て
船
待
て
ば
水
上
遠
く
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す 

（
う
け
ら
が
花
・
三
三
〇
番
）

　

隅
田
川
の
堤
に
立
っ
て
、
渡
し
船
を
待
っ
て
い
る
と
、
は
る
か
川
上
の
空
を
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
き
過
ぎ
て
行
く
の
が
聞
こ
え
る
。

　

隅
田
川
は
江
戸
人
に
と
っ
て
歓
楽
の
地
で
あ
る
と
と
も
に
、『
伊
勢
物
語
』
以
来
の
伝
統
性
も
帯
び
る
。
ほ
と
と
ぎ
す
も
、
実
際
こ
の

地
で
鳴
い
て
い
た
わ
け
だ
が
、『
万
葉
集
』
以
来
の
和
歌
世
界
の
中
で
数
多
く
詠
ま
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
隅
田
川
も
ほ
と
と
ぎ
す
も
、

当
時
の
江
戸
と
い
う
地
の
繁
栄
を
表
す
と
同
時
に
、
古
典
世
界
に
依
拠
す
る
雅
さ
も
醸
し
出
し
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
の
よ
う
に
し
て
伝
統

と
現
在
の
二
極
を
往
還
し
な
が
ら
過
去
と
現
在
を
交
互
に
幾
度
も
映
し
出
す
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
歌
の
根
強
い
人

気
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る）

20
（

。
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暁
寒
月

　
　

大
御
門
ひ
ら
く
鼓
の
音
す
み
て
み
橋
の
霜
に
月
ぞ
う
つ
ろ
ふ 

（
う
け
ら
が
花
・
八
一
五
番
）

　

城
の
開
門
を
告
げ
る
太
鼓
の
音
が
澄
み
、
江
戸
城
の
橋
に
置
か
れ
た
霜
に
は
、
月
光
が
映
っ
て
い
る
。

　
「
大
御
門
」
は
通
例
、
皇
居
の
門
か
偉
大
な
天
皇
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
だ
が
、
こ
こ
で
は
江
戸
城
の
門
の
敬
称
と
し
て
用
い
て
い
る
。

「
鼓
の
音
」
は
明
六
つ
（
午
前
六
時
頃
）
に
打
た
れ
る
。
近
世
の
江
戸
を
生
き
る
幕
臣
ら
し
い
感
覚
が
新
鮮
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
と
ば

の
連
な
り
も
、（
い
い
意
味
で
）
ど
こ
か
平
易
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
体
験
主
義
は
、
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
こ
と
ば
や
こ
と
ば
続
き
に
も
現
れ
て
く
る
わ
け
だ
。
歌
が
、
口
語
そ
の
も
の
で
は
な

い
に
し
て
も
、
口
語
的
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
旧
来
の
歌
こ
と
ば
を
用
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
本
歌
取
り
や
歌
こ

と
ば
の
摂
取
も
行
わ
れ
て
は
い
た
の
で
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
程
度
問
題
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
、
旧
来
の
歌
こ
と
ば
が
統
括

す
る
伝
統
的
な
和
歌
の
枠
組
み
の
解
体
（
私
に
〈
歌
こ
と
ば
の
解
体
〉
と
称
し
て
い
る
）
と
い
う
傾
向
は
、
こ
の
後
、
時
間
の
経
過
と
と

も
に
確
実
に
助
長
さ
れ
て
い
く
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
向
こ
う
側
に
近
代
短
歌
が
あ
る
。

村
田
春
海

　

村
田
春
海
（
一
七
四
六
〜
一
八
一
一
）
は
、
江
戸
日
本
橋
の
富
商
で
あ
っ
た
が
、
遊
興
に
お
ぼ
れ
て
破
産
し
た
。
門
下
に
、
岸
本
由
豆

流
、
清
水
浜
臣
が
い
る
。

　
　
　
　

江
上
春
興
多

　
　

寄
る
波
も
に
ほ
ふ
入
江
の
梅
柳
い
づ
れ
の
陰
に
舟
は
つ
な
が
ん 

（
琴
後
集
・
一
九
番
）

　

岸
に
寄
せ
て
来
る
波
も
香
る
ほ
ど
、
河
口
付
近
で
梅
花
が
咲
き
柳
も
芽
吹
い
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
木
陰
に
舟
を
繫
ご
う
か
。
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梅
と
柳
の
組
み
合
わ
せ
は
『
万
葉
集
』
以
来
の
伝
統
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
下
句
は
、

　
　

大
和
か
も
海
に
あ
ら
し
の
西
ふ
か
ば
い
づ
れ
の
浦
に
み
舟
つ
な
が
ん 

（
新
古
今
集
・
巻
十
九
・
三
統
理
平
・
一
八
六
八
番
）

に
よ
っ
て
い
よ
う
が
、
し
か
し
春
海
の
歌
自
体
は
江
戸
の
春
を
謳
歌
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
一
首
に
な
っ
て
い
よ
う
。

　
　
　
　

水
路
新
雪

　
　

泊
ま
り
舟
苫
の
雫
の
音
絶
え
て
夜
半
の
時
雨
ぞ
雪
に
成
り
ゆ
く 

（
琴
後
集
・
八
二
五
番
）

　

停
泊
中
の
船
の
苫
屋
根
か
ら
伝
っ
て
落
ち
る
雫
の
音
が
途
絶
え
た
。
夜
半
に
な
っ
て
時
雨
が
雪
に
変
わ
っ
て
い
る
。

　

雨
音
が
途
絶
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
雪
に
な
っ
た
こ
と
に
気
付
く
と
い
う
繊
細
さ
に
、
江
戸
情
緒
が
加
わ
り
、
情
感
豊
か
な
光
景
が
生
ま

れ
て
い
る
。「
と
ま
」
の
く
り
返
し
も
心
地
よ
い
。
歌
題
の
「
水
路
」
だ
が
、
こ
れ
は
町
中
の
掘
割
で
あ
ろ
う
。
春
海
が
住
ん
だ
日
本
橋

や
深
川
や
浅
草
な
ど
の
下
町
に
は
縦
横
に
掘
割
が
通
っ
て
お
り
、
こ
の
「
泊
ま
り
舟
」
も
そ
う
い
っ
た
江
戸
人
の
生
活
実
感
に
基
づ
く
も

の
な
の
で
あ
る）

21
（

。

　

な
お
、
春
海
の
場
合
、
古
歌
か
ら
の
摂
取
で
は
『
古
今
集
』
が
多
い
が
、
次
い
で
多
い
の
は
『
万
葉
集
』
で
あ
る
。
真
淵
の
万
葉
主
義

も
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る）

22
（

。

県
門
三
才
女

　

真
淵
は
、
女
性
の
門
人
に
は
『
古
今
集
』
を
学
び
、「
た
を
や
め
ぶ
り
」
を
身
に
付
け
る
よ
う
指
導
し
た
。

　

県
門
三
才
女
は
、
進
藤
茂
子
（
土
岐
筑
波
子
）・
油
谷
倭
文
子
・
鵜
殿
余
野
子
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
倭
文
子
の
歌
を
挙
げ
よ
う
。

　
　
　
　

も
ち
の
夜
に
よ
め
る

　
　

お
も
な
く
も
照
ら
せ
る
月
の
光
り
か
な
中
な
る
人
や
い
か
が
見
る
ら
ん 

（
散
り
の
こ
り
・
四
〇
番
）
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こ
ち
ら
が
恥
ず
か
し
く
な
る
ほ
ど
、
明
る
く
照
ら
し
て
い
る
月
の
光
で
あ
る
こ
と
だ
。
月
の
中
に
い
る
人
は
、
私
を
ど
の
よ
う
に
見
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

八
月
十
五
夜
の
望
月
を
詠
む
。「
中
な
る
人
」
は
、
中
国
神
話
の
月
神
嫦
娥
。
夫
が
西
王
母
か
ら
も
ら
い
受
け
た
不
死
の
薬
を
盗
み
飲

み
、
月
へ
逃
亡
し
た
（『
淮
南
子
』）。
倭
文
子
は
、
二
十
歳
で
夭
逝
し
て
お
り
、
才
色
兼
備
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
嫦
娥
に
見
ら
れ
て
い

る
我
が
身
を
意
識
す
る
と
詠
む
と
こ
ろ
か
ら
は
、
十
代
の
少
女
の
多
感
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

上
田
秋
成

　
『
雨
月
物
語
』
の
作
者
上
田
秋
成
（
一
七
三
四
〜
一
八
〇
九
）
も
、
歌
を
よ
く
し
た
。
県
門
の
加
藤
宇
万
伎
に
歌
を
学
ん
だ
。

　
　
　
　

あ
し
た
湖
上
の
楼
に
遊
ぶ

　
　

白
雲
に
心
を
の
せ
て
ゆ
く
ら
く
ら
秋
の
海
原
思
ひ
わ
た
ら
ん 

（
藤
簍
冊
子
・
二
八
二
番
）

　

白
雲
に
心
を
委
ね
て
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
秋
の
湖
上
を
思
い
続
け
よ
う
。

　
「
ゆ
く
ら
く
ら
」
は
万
葉
語
の
「
ゆ
く
ら
ゆ
く
ら
」
を
省
略
し
た
も
の
で
、

　
　

…
天
雲
の
ゆ
く
ら
ゆ
く
ら
に
葦
垣
の
思
ひ
乱
れ
て
… 

（
万
葉
集
・
巻
十
三
・
作
者
未
詳
・
三
二
七
二
番
）

な
ど
が
意
識
さ
れ
て
い
る
か
。
こ
の
場
合
は
、
心
が
動
揺
し
て
思
い
乱
れ
る
さ
ま
を
言
う
の
だ
ろ
う
が
、
秋
成
の
「
ゆ
く
ら
く
ら
」
は
ゆ

っ
た
り
と
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

　

秋
成
の
歌
は
自
由
度
が
高
く
て
、
の
び
や
か
だ
が
、
そ
の
分
、
歌
こ
と
ば
の
関
連
性
の
緊
密
さ
に
欠
け
る
。
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本
居
宣
長

　

本
居
宣
長
（
一
七
三
〇
〜
一
八
〇
一
）
の
歌
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

真
淵
に
学
ん
だ
宣
長
は
、「
古
風
」
と
「
後
世
風
」
と
二
つ
の
歌
体
を
詠
み
分
け
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
こ
だ
わ
り
の
な
さ
は
、

宣
長
が
歌
の
「
心
」
よ
り
も
「
詞
」（
表
現
技
巧
と
も
）
を
重
視
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
真
淵
が
嫌
っ
た
『
新
古
今
集
』
を
高
く
評

価
し
た
の
も
、
技
巧
重
視
の
姿
勢
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
文
法
研
究
で
す
ぐ
れ
た
業
績
を
残
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

こ
と
ば
の
働
き
を
普
遍
的
に
捉
え
る
こ
と
に
腐
心
し
た
人
だ
っ
た
と
言
え
る）

23
（

。
宣
長
に
と
っ
て
「
詠
歌
と
は
長
い
伝
統
の
上
を
、
今
日
ま

で
生
き
つ
づ
け
て
来
た
、
具
体
的
な
言
葉
の
操
作
」
だ
っ
た
（
小
林
秀
雄
『
本
居
宣
長
』
新
潮
社
、
一
九
七
五
年
）。

　
　
　
　

年
の
は
じ
め
に
よ
め
る

　
　

さ
し
い
づ
る
此
の
日
の
本
の
光
よ
り
高
麗
も
ろ
こ
し
も
春
を
知
る
ら
む 

（
鈴
屋
集
・
一
番
）

　

輝
き
出
す
我
が
国
の
日
の
光
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
や
中
国
の
人
々
も
春
の
到
来
を
知
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

け
ふ
と
い
へ
ば
も
ろ
こ
し
ま
で
も
行
く
春
を
都
に
の
み
と
思
ひ
け
る
か
な 

（
新
古
今
集
・
春
上
・
藤
原
俊
成
・
五
番
）

　
　

し
き
し
ま
の
や
ま
と
し
ま
ね
の
朝
霞
も
ろ
こ
し
ま
で
も
春
は
た
つ
ら
し 

（
続
後
撰
集
・
春
上
・
後
嵯
峨
院
・
一
〇
番
）

な
ど
、「
も
ろ
こ
し
ま
で
」
春
が
立
つ
と
い
う
発
想
を
踏
ま
え
つ
つ
、
日
本
と
い
う
国
の
優
越
意
識
を
強
調
し
た
歌
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

画
賛　

紙
幅
の
関
係
上
、
省
略
す
る）

24
（

。

　

長
歌　

紙
幅
の
関
係
上
、
省
略
す
る）

25
（

。
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第
四
節　

十
九
世
紀
前
半

光
格
天
皇

　

十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
堂
上
歌
壇
を
領
導
し
た
の
は
、
光
格
天
皇
（
一
七
七
一
〜
一
八
四
〇
）
で
あ
る
。

　

強
烈
な
君
主
意
識
を
有
し
、
禁
裏
の
再
建
や
朝
儀
の
復
興
に
つ
と
め
た
。
尊
号
事
件
に
よ
っ
て
、
老
中
松
平
定
信
と
対
立
し
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　

毎
年
愛
花

　
　

ゆ
た
か
な
る
世
の
春
し
め
て
三
十
あ
ま
り
九
重
の
花
を
あ
か
ず
見
し
哉 

（
光
格
天
皇
御
集
拾
遺
）

　

ゆ
っ
た
り
と
し
て
栄
え
て
い
る
こ
の
世
の
春
を
我
が
も
の
と
し
て
、
在
位
し
た
三
十
九
年
も
の
間
、
宮
中
の
美
し
い
桜
花
を
飽
き
る
こ

と
な
く
見
た
こ
と
だ
。

　
「
三
十
あ
ま
り
九
」「
九
重
」
が
掛
詞
で
あ
る
。
四
十
七
歳
に
し
て
譲
位
す
る
直
前
に
詠
ま
れ
た
。「
九
重
の
花
」
と
は
、
王
威
の
象
徴

で
あ
る
南
殿
の
桜
（
紫
宸
殿
の
前
に
あ
る
）
を
言
い
、
光
格
天
皇
が
禁
裏
を
再
建
し
た
折
に
も
植
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
毎
春
愛
で
た

も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
ら
の
文
化
復
興
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
の
象
徴
で
も
あ
る
、
大
切
な
花
だ
っ
た
の
で
あ
る）
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。
そ
う
考
え
る
と
、

感
慨
も
一
入
で
あ
る
。

香
川
景
樹

　

香
川
景
樹
（
一
七
六
八
〜
一
八
四
三
）
は
、
鳥
取
藩
士
の
子
。
梅
月
堂
四
世
の
香
川
景
柄
の
養
子
に
な
る
が
、
離
縁
し
た
。
小
沢
蘆
庵



近
世
文
学
史
覚
書
（
鈴
木
） 

一
四
六

に
学
び
、「
た
だ
こ
と
歌
」
の
影
響
を
受
け
た
。
真
淵
の
万
葉
主
義
を
排
し
、『
古
今
集
』
を
尊
重
し
た
。
自
然
に
湧
き
出
る
感
情
を
俗
語

で
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
調
べ
」
が
生
ま
れ
る
と
主
張
し
た
。
蘆
庵
や
江
戸
派
か
ら
続
く
体
験
主
義
的
な
傾
向
が
こ
こ
に
も
認
め
ら
れ
る
。

『
桂
園
遺
文
』
所
収
「
同
じ
詠
草
の
和
文
の
奥
に
」
に
は
、

其
の
調
は
い
か
な
る
物
ぞ
と
い
ふ
に
、
常
に
い
ひ
あ
つ
か
ふ
平
語
、
い
さ
さ
か
も
調
に
た
が
ひ
た
る
事
な
し
。
さ
ら
ば
平
語
ぞ
規
矩

な
る
べ
き
。
歌
は
此
の
平
語
に
か
へ
る
の
み
。
歌
を
平
語
の
外
に
も
と
む
る
は
、
水
に
そ
む
き
て
魚
を
得
む
と
す
る
な
り
。
つ
ひ
に

そ
の
功
あ
る
べ
か
ら
ず
。

と
あ
る
。
門
人
に
熊
谷
直
好
・
木
下
幸
文
・
八
田
知
紀
ら
が
い
る
。
そ
の
門
流
を
桂
園
派
と
称
し
、
近
代
初
期
に
御
歌
所
に
用
い
ら
れ
る

な
ど
、
長
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　

景
樹
の
歌
を
二
首
挙
げ
よ
う
。

　
　
　
　

事
に
つ
き
時
に
ふ
れ
た
る

　
　

妹
と
出
で
て
若
菜
摘
み
に
し
岡
崎
の
垣
根
恋
し
き
春
雨
ぞ
降
る 

（
桂
園
一
枝
・
四
六
二
番
）

　

妻
と
と
も
に
出
て
若
菜
摘
み
を
し
た
、
あ
の
岡
崎
の
家
の
垣
根
を
恋
し
く
思
い
出
さ
せ
る
春
雨
が
降
っ
て
い
る
こ
と
だ
。

　

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
景
樹
五
十
三
歳
の
時
に
病
没
し
た
同
い
年
の
妻
包
子
を
追
慕
し
て
詠
ん
だ
。
岡
崎
は
、
京
都
洛
東
の
地
で
あ

り
、
景
樹
が
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
る
。
妻
を
懐
か
し
く
思
う
気
持
つ
を
衒
い
な
く
か
つ
艶
や
か
に
歌
っ
て
お
り
、
斬
新
で
あ
る）
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。

　
　
　
　

事
に
つ
き
時
に
ふ
れ
た
る

　
　

隅
田
川
夕
し
ほ
今
や
さ
し
く
ら
む
も
と
の
洲
埼
に
か
へ
る
白
浪 

（
桂
園
一
枝
拾
遺
・
五
一
八
番
）

　

隅
田
川
に
夕
潮
が
今
ま
さ
に
さ
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
洲
崎
に
白
波
が
押
し
返
し
て
、
も
と
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
洲
埼
」
は
、
洲
が
長
く
川
の
中
に
突
き
出
た
所
。
潮
干
に
よ
っ
て
見
え
て
い
た
そ
の
場
所
に
も
再
び
白
波
が
立
ち
始
め
た
の
で
あ
る
。



近
世
文
学
史
覚
書
（
鈴
木
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一
四
七

「
も
と
の
」
と
い
う
こ
と
ば
に
時
間
の
経
過
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
一
日
の
な
か
で
の
移
り
変
わ
り
が
感
じ
ら
れ
て
、
そ
こ
が
繊
細
で
あ

る
。熊

谷
直
好
と
木
下
幸
文

　

桂
園
に
お
い
て
双
璧
と
見
な
さ
れ
た
の
は
、
熊
谷
直
好
（
一
七
八
二
〜
一
八
六
二
）
と
木
下
幸
文
（
一
七
七
九
〜
一
八
二
一
）
で
あ
る
。

　

直
好
は
、
岩
国
藩
士
で
、
後
に
脱
藩
し
た
。
景
樹
没
後
も
、
桂
園
派
の
勢
力
維
持
に
尽
力
し
た
。

　
　
　
　

山
居
冬
到

　
　

よ
も
す
が
ら
松
の
ほ
た
火
を
焼
き
あ
か
し
わ
ら
ぐ
つ
打
た
ん
冬
は
来
に
け
り 

（
浦
の
し
ほ
貝
・
七
九
九
番
）

　

夜
通
し
、
松
の
ほ
た
火
を
焚
き
続
け
て
、
藁
沓
を
打
と
う
、
冬
が
来
た
こ
と
だ
。

　
「
松
の
ほ
た
火
」
は
、
囲
炉
裏
や
竈
で
防
寒
の
た
め
、
松
の
切
れ
端
な
ど
を
燃
や
す
火
を
言
う
。「
松
の
ほ
た
火
」「
わ
ら
ぐ
つ
」
と
い

っ
た
具
体
的
な
物
を
描
い
て
、
山
の
生
活
を
実
感
を
も
っ
て
描
き
出
し
て
い
る
。

　

木
下
幸
文
は
、
備
中
の
農
民
の
子
。
最
初
、
澄
月
・
慈
延
に
学
び
、
の
ち
景
樹
に
入
門
し
た
。

　

次
に
挙
げ
る
の
は
、「
貧
窮
百
首
」
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。

　
　

か
に
か
く
に
疎
く
ぞ
人
の
成
り
に
け
る
貧
し
き
ば
か
り
悲
し
き
は
な
し 

（
亮
々
遺
稿
・
一
五
二
八
番
）

　

あ
れ
こ
れ
と
あ
っ
て
、
人
と
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
貧
乏
ほ
ど
悲
し
い
も
の
は
な
い
。

　

山
上
憶
良
の
「
貧
窮
問
答
歌
」（
万
葉
集
・
巻
五
・
八
九
二
〜
八
九
三
番
）
を
意
識
し
て
い
よ
う
。「
か
に
か
く
に
」
は
憶
良
も
用
い
た

万
葉
語
で
あ
る
。
歌
全
体
と
し
て
は
、
直
情
的
に
自
ら
の
貧
し
さ
を
歌
い
上
げ
て
い
る
。
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一
四
八

加
納
諸
平

　

加
納
諸
平
（
一
八
〇
六
〜
五
七
）
は
、
宣
長
門
の
国
学
者
夏
目
甕
麿
の
子
。
紀
州
藩
医
加
納
伊
竹
の
養
子
。
諸
平
自
身
は
、
本
居
大
平

に
学
び
、
紀
州
国
学
所
教
授
と
な
っ
た
。『
類
題
鰒
玉
集
』（
後
述
）
の
編
者
で
も
あ
る
。

　

熊
野
を
踏
査
し
た
際
の
歌
を
挙
げ
よ
う
。

　
　

蛟
龍
す
む
淵
を
千
尋
の
底
に
見
て
太
刀
の
緒
か
た
め
行
く
山
路
か
な 

（
柿
園
詠
草
・
六
六
七
番
）

　

蛟
龍
の
住
む
淵
を
深
い
谷
底
に
見
下
ろ
し
な
が
ら
、
太
刀
の
緒
を
か
た
く
握
り
締
め
て
行
く
山
道
で
あ
る
こ
と
だ
。

　

本
歌
は
、

　
　

虎
に
乗
り
古
屋
を
越
え
て
青
淵
に
蛟
龍
と
り
来
む
剣
太
刀
も
が 

（
万
葉
集
・
巻
十
六
・
境
部
王
・
三
八
三
三
番
）

で
あ
る
。「
蛟
龍
」
は
、
水
中
に
住
み
、
角
と
四
足
を
持
ち
、
蛇
に
似
て
、
人
に
害
を
な
す
と
い
う
想
像
上
の
動
物
で
あ
る
。『
万
葉
集
』

の
持
つ
始
原
的
な
重
み
と
、
熊
野
を
実
際
に
歩
い
た
経
験
の
重
み
が
相
俟
っ
て
、
緊
迫
感
に
満
ち
た
勇
壮
な
歌
に
仕
上
が
っ
た
。

井
上
文
雄

　

井
上
文
雄
（
一
八
〇
〇
〜
七
一
）
は
、
田
安
家
の
侍
医
。
岸
本
由
豆
流
（
村
田
春
海
門
）、
一
柳
千
古
（
加
藤
千
蔭
門
）
に
国
学
を
学

ぶ
。

　
　
　
　

秋
雨

　
　

ほ
ろ
ほ
ろ
と
胡
桃
こ
ぼ
る
る
秋
雨
の
ふ
る
き
垣
根
に
山
雀
の
鳴
く 

（
調
鶴
集
・
二
九
八
番
）

　

秋
雨
の
降
る
中
、
ぽ
ろ
ぽ
ろ
と
胡
桃
の
実
が
古
び
た
垣
根
に
こ
ぼ
れ
落
ち
、
そ
こ
に
山
雀
が
や
っ
て
来
て
鳴
く
。

　

山
雀
は
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
科
の
鳥
で
、
胡
桃
を
好
む
。
右
の
参
考
歌
と
し
て
は
、
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一
四
九

　
　

山
雀
の
回
す
胡
桃
の
と
に
か
く
に
も
ち
あ
つ
か
ふ
は
心
な
り
け
り 

（
新
撰
和
歌
六
帖
・
二
四
三
〇
番
・
藤
原
光
俊
）

も
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
文
雄
の
歌
は
よ
り
現
実
的
な
日
常
風
景
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
文
雄
は
、
田
園
を
詠
じ
た
歌
が
特
徴
的
で

あ
り）
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、
こ
れ
も
そ
の
一
首
で
あ
る
。

良
寛

　

こ
こ
か
ら
は
、
良
寛
、
大
隈
言
道
、
平
賀
元
義
、
橘
曙
覧
ら
地
方
の
歌
人
た
ち
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
な
歌
を
詠
み
、
幕

末
の
和
歌
状
況
に
特
異
な
位
置
を
占
め
る
。
近
代
的
な
個
我
意
識
や
口
語
的
な
言
い
回
し
も
見
て
取
れ
、
近
世
と
近
代
を
架
橋
す
る
存
在

だ
と
も
言
え
る
。
そ
の
一
方
、
当
時
の
歌
壇
と
は
切
り
離
さ
れ
た
人
々
で
あ
り
、
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
歌
人
と
は
言
え
な
い
と
い
う
見

方
も
あ
る
。

　

さ
て
、
禅
僧
良
寛
（
一
七
五
八
〜
一
八
三
一
）
を
見
て
み
よ
う
。
越
後
の
人
で
、
諸
国
行
脚
の
後
、
故
郷
国
上
山
に
庵
を
結
ん
だ
。

「
わ
れ
」
の
意
識
が
強
い
。
そ
の
点
で
は
、
近
代
的
で
あ
る
。

　
　

い
つ
い
つ
と
待
ち
に
し
人
は
来
た
り
け
り
今
は
あ
ひ
見
て
な
に
か
思
は
む 

（
は
ち
す
の
露
・
一
四
九
番
）

　

い
つ
来
る
か
、
い
つ
来
る
か
と
待
っ
て
い
た
人
は
つ
い
に
来
て
く
れ
た
。
今
は
お
会
い
で
き
て
、
な
に
を
思
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

　

良
寛
の
病
が
重
く
な
っ
た
時
に
来
訪
し
た
貞
心
尼
に
対
し
て
詠
み
か
け
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
一
ケ
月
後
に
良
寛
は
示
寂
す
る
。
四
十
歳

年
の
差
が
あ
る
こ
の
師
弟
は
、
良
寛
が
没
す
る
四
年
前
に
出
会
い
、
強
く
結
び
付
い
た
。
こ
の
歌
も
、
さ
し
て
技
巧
を
凝
ら
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
良
寛
の
貞
心
尼
に
寄
せ
る
思
い
が
感
じ
取
れ
て
、
訴
え
か
け
て
く
る
も
の
が
あ
る
。〈
貞
心
尼
と
の
絆
〉
と
い
う
良
寛

に
ま
つ
わ
る
〈
物
語
〉
の
力
も
与
っ
て
い
よ
う）
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一
五
〇

大
隈
言
道

　

大
隈
言
道
（
一
七
九
八
〜
一
八
六
八
）
は
、
筑
前
福
岡
の
人
。
二
川
相
近
に
和
歌
を
、
広
瀬
淡
窓
に
漢
詩
を
学
ん
だ
。
弟
子
に
野
村
望

東
尼
が
い
る
。

　
「
吾
は
天
保
の
民
な
り
。
古
人
に
は
あ
ら
ず
」（『
ひ
と
り
ご
ち
』）
と
い
う
、
近
世
に
生
き
る
自
己
の
主
体
性
を
主
張
し
た
言
説
が
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
景
樹
の
「
文
化
の
人
は
文
化
の
風
を
よ
め
」（『
柿
園
随
筆
』）
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た）
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。

　
　
　
　

鮎

　
　

流
れ
く
る
花
に
浮
か
び
て
そ
ば
え
て
は
ま
た
瀬
を
の
ぼ
る
春
の
若
鮎 

（
草
径
集
・
九
〇
番
）

　

流
れ
て
来
る
桜
の
花
び
ら
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
し
て
戯
れ
て
は
、
ま
た
瀬
を
の
ぼ
っ
て
い
く
春
の
若
鮎
で
あ
る
こ
と
だ
。

　

若
鮎
が
花
び
ら
を
つ
つ
く
動
き
を
「
そ
ば
え
て
」
の
も
の
だ
と
機
知
的
に
捉
え
る
と
こ
ろ
が
よ
い
。「
そ
ば
え
て
」
も
、
口
語
的
。

　

平
賀
元
義　

紙
幅
の
関
係
上
、
省
略
す
る
。

橘
曙
覧

　

橘
曙
覧
（
一
八
一
二
〜
六
八
）
は
、
越
前
福
井
の
人
。
宣
長
門
の
田
中
大
秀
に
学
ん
だ
。
近
代
に
入
っ
て
、
正
岡
子
規
に
よ
っ
て
高
く

評
価
さ
れ
た
が
、
生
前
に
有
力
な
歌
人
と
し
て
遇
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
実
態
に
応
じ
た
再
評
価
も
必
要
と
の
意
見

も
あ
る）
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。

　
　
　
　

聚
蟻

　
　

蟻
と
蟻
う
な
づ
き
あ
ひ
て
何
か
事
あ
り
げ
に
奔
る
西
へ
東
へ 

（
志
濃
夫
廼
舎
歌
集
・
六
九
二
番
）



近
世
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一
五
一

　

蟻
と
蟻
が
互
い
に
う
な
ず
き
合
っ
て
は
、
何
か
わ
け
が
あ
り
そ
う
に
走
っ
て
行
く
、
西
へ
東
へ
と
。

　
「
蟻
」
は
和
歌
的
な
題
材
で
は
な
い
。『
徒
然
草
』
七
十
四
段
の
「
蟻
の
ご
と
く
に
集
ま
り
て
、
東
西
に
急
ぎ
、
南
北
に
走
る
人
」
が
意

識
さ
れ
て
い
る
か
。
擬
人
化
に
よ
っ
て
、
ど
こ
か
滑
稽
味
が
あ
る
一
首
に
な
っ
て
い
る
。

大
田
垣
蓮
月

　

こ
こ
か
ら
は
、
幕
末
の
女
流
歌
人
と
し
て
高
い
評
価
を
得
て
い
る
二
人
に
触
れ
る
。

　

大
田
垣
蓮
月
（
一
七
九
一
〜
一
八
七
五
）
は
、
伊
賀
上
野
の
城
代
家
老
の
娘
。
夫
と
死
別
し
、
出
家
す
る
。
小
沢
蘆
庵
に
私
淑
し
た
。

陶
器
を
作
り
、
自
詠
の
和
歌
を
書
き
付
け
た
も
の
が
蓮
月
焼
と
し
て
賞
美
さ
れ
た
。

　
　
　
　

秋
山

　
　

は
ら
は
ら
と
落
つ
る
木
の
葉
に
ま
じ
り
き
て
栗
の
み
ひ
と
り
土
に
声
あ
り 

（
海
人
の
苅
藻
・
一
五
八
番
）

　

は
ら
は
ら
と
散
る
木
の
葉
に
混
じ
っ
て
、
栗
の
実
だ
け
が
土
の
上
に
落
ち
た
時
に
音
を
立
て
る
。

　
「
ひ
と
り
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
た
擬
人
法
が
作
者
の
孤
独
を
も
感
じ
さ
せ
る
。

野
村
望
東
尼

　

野
村
望
東
尼
（
一
八
〇
六
〜
六
七
）
は
、
福
岡
藩
士
の
娘
。
同
藩
士
野
村
貞
貫
の
後
妻
と
な
っ
た
。
大
隈
言
道
に
学
ぶ
。
平
野
国
臣
・

高
杉
晋
作
・
西
郷
隆
盛
ら
勤
王
派
と
交
わ
り
、
捕
ら
わ
れ
て
玄
界
灘
の
姫
島
に
幽
閉
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

次
の
歌
は
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
月
二
日
に
江
戸
を
襲
っ
た
、
安
政
の
大
地
震
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　
　

平
ら
け
き
道
う
し
な
へ
る
世
の
中
を
ゆ
り
あ
ら
た
め
む
天
地
の
わ
ざ 

（
向
陵
集
）



近
世
文
学
史
覚
書
（
鈴
木
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一
五
二

　

平
穏
無
事
な
道
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
今
の
世
の
中
を
、
揺
り
動
か
し
て
改
め
よ
う
と
す
る
天
地
の
神
の
し
わ
ざ
だ
っ
た
の
だ
、
こ
の

大
地
震
は
。

　

上
句
は
、
外
圧
か
ら
の
危
機
に
瀕
し
た
世
相
を
言
う
。
下
句
、
そ
の
折
に
直
面
し
た
大
災
害
は
、
あ
ま
り
の
衝
撃
に
よ
っ
て
、
天
地
の

神
が
こ
の
世
を
根
本
か
ら
改
め
よ
う
と
し
た
と
捉
え
る
し
か
な
か
っ
た
。
激
し
い
不
安
や
憤
り
が
混
ざ
り
合
っ
た
歌
で
あ
る
。
な
お
、

「
平
ら
け
き
」「
天
地
」
な
ど
は
万
葉
語
。

地
方
歌
壇
と
類
題
集

　

賀
茂
真
淵
か
ら
本
居
宣
長
へ
と
い
う
系
譜
の
中
で
、
国
学
が
勢
力
を
拡
大
し
、
や
が
て
地
方
に
も
そ
の
門
人
た
ち
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
基
盤
と
し
て
、
幕
末
に
は
彼
ら
の
歌
々
を
収
め
た
類
題
集
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
代
表
例
が
加
納
諸
平
編
『
類

題
鰒
玉
集
』（
文
政
十
一
年
〈
一
八
二
八
〉
〜
嘉
永
七
年
〈
一
八
五
四
〉
刊
）
と
長
沢
伴
雄
編
『
類
題
和
歌
鴨
川
集
』（
嘉
永
元
〜
七
年

刊
）
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、『
鴨
川
集
』
に
つ
い
て
も
う
少
し
だ
け
触
れ
て
み
よ
う
。
編
者
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
長
沢
伴
雄
だ
が
、『
源
氏
物
語

評
釈
』
の
著
者
で
も
あ
る
萩
原
広
道
が
補
佐
し
て
い
る
。
そ
の
広
道
が
、『
鴨
川
集
』
の
た
め
に
、
周
防
国
宮
市
松
崎
天
満
宮
祠
官
鈴
木

高
鞆
（
一
八
一
二
〜
六
〇
）
に
対
し
て
、
周
防
近
辺
の
歌
人
た
ち
の
歌
を
取
り
集
め
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
し
た
こ
と
が
、
台
湾
大
学
蔵

『
鴨
川
三
郎
集
料
歌
』
に
よ
っ
て
知
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
作
者
ご
と
に
歌
を
ま
と
め
て
列
記
し
、
高
鞆
が
作
者
紹
介
と
歌
人
評
を
付
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
教
え
子
の
一
人
に
つ
い
て
は
、
こ
の
人
は
最
近
歌
へ
の
志
が
深
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
今
後
の
励
み
と
し
て

ど
う
か
入
集
さ
せ
て
や
っ
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る）

32
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。
こ
う
い
っ
た
個
人
的
な
関
係
の
集
積
に
よ
っ
て
、
数
多
く
の
類
題
集
が
刊
行
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
和
歌
の
大
衆
化
に
よ
っ
て
裾
野
が
広
が
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
高
鞆
の
歌
を
一
首
挙
げ
よ
う
。
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一
五
三

　
　
　
　

夜
春
雨

　
　

な
か
な
か
に
し
づ
心
な
し
山
踏
み
を
明
日
と
契
り
し
夜
半
の
春
雨 

（
鴨
川
三
郎
集
）

　

中
途
半
端
に
落
ち
着
い
た
心
が
な
い
こ
と
だ
、
山
歩
き
を
明
日
し
よ
う
と
約
束
し
た
前
夜
に
春
雨
が
降
っ
て
い
る
。

　

前
夜
に
雨
が
降
り
、
は
た
し
て
明
日
の
山
歩
き
は　

ど
う
な
る
こ
と
か
と
心
配
し
て
い
る
。「
し
づ
心
」
は
、

　
　

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む 

（
古
今
集
・
春
下
・
紀
友
則
・
八
四
番
）

に
よ
る
。

第
五
節　

十
九
世
紀
は
ど
こ
ま
で
近
世
か
？

志
士
の
歌

　

幕
末
の
和
歌
史
に
欠
か
せ
な
い
の
は
、
勤
王
志
士
た
ち
の
歌
で
あ
る
。
動
乱
の
時
代
に
、
改
革
へ
の
情
熱
を
心
に
抱
い
て
活
動
し
た
彼

ら
は
、
じ
つ
に
印
象
的
な
歌
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
非
常
に
激
し
く
訴
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
一
方
、
ど
こ
か
定
型
化
さ
れ
た
も
の

で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
野
山
嘉
正
氏
は
、

詩
歌
の
措
辞
を
追
い
越
す
パ
ト
ス
が
あ
っ
て
、
逆
に
類
型
的
非
個
性
的
な
措
辞
が
蘇
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
巧

む
ゆ
と
り
が
あ
ろ
う
は
ず
も
な
か
っ
た
か
ら
、
多
く
は
辞
世
の
か
た
ち
で
、
し
か
も
群
と
し
て
の
迫
力
に
よ
っ
て
詩
歌
の
旧
態
が
打

破
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
説
明
す
る）
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桜
田
門
外
の
変
に
参
加
し
て
死
ん
だ
佐
野
竹
之
介
の
辞
世
歌
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
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一
五
四

　
　

桜
田
の
花
と
か
ば
ね
は
さ
ら
す
と
も
何
た
ゆ
む
べ
き
大
和
魂）

34
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桜
の
花
が
は
か
な
く
散
る
よ
う
に
、
桜
田
門
外
で
屍
を
曝
し
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
緩
む
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
私
の
大
和
魂
が
。

　
「
か
ば
ね
」
は
、「
…
海
行
か
ば
水
浸
く
屍
…
」（
巻
十
八
・
大
伴
家
持
・
四
〇
九
四
番
）
で
知
ら
れ
る
万
葉
語
で
あ
る
。
そ
れ
と
「
花
」

と
を
組
み
合
わ
せ
て
み
る
と
、
伝
統
的
な
こ
と
ば
の
重
み
も
相
俟
っ
て
、
赤
々
と
し
た
血
の
色
が
そ
こ
は
か
と
な
く
想
起
さ
れ
、
さ
ら
に

敵
味
方
の
死
体
が
入
り
乱
れ
た
暗
殺
現
場
の
惨
状
も
彷
彿
さ
せ
る）

35
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。
こ
と
ば
の
強
い
調
子
と
、
志
士
た
ち
の
挑
ん
だ
社
会
改
革
と
い
う
重

い
現
実
、
桜
田
門
外
の
変
と
い
う
歴
史
的
な
事
件
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
陰
惨
さ
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
渾
然
と
な
り
な
が
ら
、
独
自
な

世
界
を
創
り
上
げ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
昂
揚
感
は
従
来
の
和
歌
が
持
つ
優
美
さ
と
明
ら
か
に
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
方
、
近
代
短
歌
の
持
つ
硬
質

さ
を
先
取
り
し
た
よ
う
な
感
覚
も
有
し
て
い
る
。

御
歌
所
・
旧
派

　

明
治
時
代
に
入
る
と
御
歌
所
が
設
置
さ
れ
た
り
、
新
題
歌）

36
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な
ど
と
い
っ
た
新
し
い
試
み
も
そ
れ
な
り
に
な
さ
れ
る
も
の
の
、
す
ぐ
に
歌

の
表
現
が
劇
的
に
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
新
派
が
登
場
す
る
の
は
明
治
三
十
年
代
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
代
の
和
歌
改
良

運
動
を
経
て
、
正
岡
子
規
の
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
が
書
か
れ
る
の
は
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）、
与
謝
野
鉄
幹
が
新
詩
社
を
結

成
す
る
の
は
翌
三
十
二
年
、
さ
ら
に
翌
年
『
明
星
』
が
創
刊
さ
れ
、
そ
の
次
の
年
、
晶
子
の
『
み
だ
れ
髪
』
が
出
さ
れ
る
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
十
九
世
紀
の
う
ち
は
近
世
の
和
歌
の
影
響
が
ま
だ
色
濃
い
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
と
は
言
っ
て
も
、
少
し
ず
つ

近
代
的
に
も
な
っ
て
来
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
世
の
残
照
と
近
代
の
黎
明
が
同
時
に
な
さ
れ
つ
つ
、
緩
や
か
に
近
世
か
ら
近
代
へ
と
転
回

し
て
い
く
の
で
あ
る）

37
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。
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一
五
五

　

い
わ
ゆ
る
旧
派
の
歌
人
の
歌
を
二
首
見
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
は
、
い
わ
ゆ
る
七
卿
の
一
人
で
あ
っ
た
三
条
西
季
知
（
一
八
一
一
〜
八
〇
）
の
歌
で
あ
る
。
明
治
天
皇
の
和
歌
の
指
導
に
当
た
っ

た
。

　
　
　
　

東
京
に
遷
幸
あ
り
け
る
時
、
み
と
も
つ
か
へ
て

　
　

き
み
よ
君
よ
く
み
そ
な
は
せ
富
士
の
嶺
は
く
に
の
し
づ
め
の
山
と
い
ふ
な
り 

（
恵
仁
春
乃
陰
）

　

君
よ
、
君
、
よ
く
ご
覧
下
さ
い
。
富
士
の
山
は
国
家
を
鎮
護
す
る
山
と
言
う
の
で
す
。

　

古
来
称
賛
さ
れ
て
き
た
富
士
山
に
あ
や
か
っ
て
、
明
治
天
皇
も
こ
の
国
を
安
ら
か
に
お
治
め
下
さ
い
、
と
い
う
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。
富
士
山
を
「
く
に
の
し
づ
め
の
山
」
と
す
る
表
現
自
体
は
『
万
葉
集
』
巻
三
に
あ
る
高
橋
虫
麻
呂
の
長
歌
（
三
一
九
番
）
に
よ
る
。

逆
に
、「
き
み
よ
君
よ
く
み
そ
な
は
せ
」
に
は
、
む
し
ろ
季
知
の
生
な
感
情
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。「
き
み
よ
君
」
と
い
う
く
り
返
し
は

口
語
的
で
、
富
士
を
実
見
し
た
こ
と
に
伴
う
浮
き
立
っ
た
気
分
が
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
み
そ
な
は
す
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、『
古

今
集
』
仮
名
序
に
出
て
く
る
。
し
か
し
、
ど
う
か
ご
覧
下
さ
い
と
訴
え
か
け
る
感
じ
か
ら
は
現
場
で
の
生
き
生
き
し
た
気
持
ち
も
汲
み
取

れ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
に
は
伝
統
と
現
在
と
が
融
和
し
て
い
る
と
言
え
る）
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。

　

次
に
、
千
種
有
功
に
学
び
、
昭
憲
皇
太
后
に
仕
え
た
税
所
敦
子
（
一
八
二
五
〜
一
九
〇
〇
）
の
歌
を
挙
げ
る
。

　
　

時
は
か
る
う
つ
は
の
針
も
折
々
は
お
く
れ
さ
き
だ
つ
世
に
こ
そ
有
り
け
れ 

（
御
垣
の
下
草
）

　

時
を
計
る
器
で
あ
る
時
計
の
針
も
、
そ
の
時
々
で
遅
れ
た
り
先
に
進
む
よ
う
に
、
人
も
先
立
た
れ
た
り
、
先
に
死
ん
だ
り
す
る
世
の
中

で
あ
る
こ
と
だ
。

　

人
生
を
振
り
返
っ
て
の
詠
。
時
計
と
い
う
開
化
新
題
と
、『
源
氏
物
語
』
御
法
巻
で
光
源
氏
が
死
の
迫
っ
た
紫
の
上
に
対
し
て
詠
ん
だ
、

　
　

や
や
も
せ
ば
消
え
を
あ
ら
そ
ふ
露
の
世
に
お
く
れ
先
だ
つ
ほ
ど
経
ず
も
が
な



近
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一
五
六

の
中
の
表
現
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
の
歌
か
ら
も
、
近
世
和
歌
的
な
世
界
を
残
し
つ
つ
、
近
代
短
歌
的
な
も
の
が
少
し
ず
つ
表
れ
て
い
る
様
相
を
感
じ
取
れ
る
よ
う

に
思
う
。

　

以
上
に
よ
り
、
な
だ
ら
か
な
軌
跡
を
描
い
て
徐
々
に
近
代
的
な
も
の
│
主
体
の
表
出
、
身
体
性
や
批
評
性
の
獲
得
、
口
語
性
│
が
用
意

さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
実
態
に
即
し
つ
つ
捉
え
る
に
は
、
近
世
的
な
和
歌
世
界
の
終
わ
り
を
十
九
世
紀
末
に
設
定
が
す
る
の
が
の
ぞ

ま
し
い
。

註（
1
）　

豊
田
恵
子
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選　

三
条
西
実
隆
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
一
六
〜
一
九
頁
。

（
2
）　

大
谷
俊
太
『
和
歌
史
の
「
近
世
」　

道
理
と
余
情
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
四
〜
一
五
二
頁
。

（
3
）　

林
達
也
『
江
戸
時
代
の
和
歌
を
読
む　

近
世
和
歌
史
へ
の
試
み
と
し
て
』
原
人
舎
、
二
〇
〇
七
年
、
二
四
〜
二
五
頁
。

（
4
）　

か
つ
て
『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
六
年
三
月
号
〈
特
集
・
近
世
の
歌
人
た
ち
〉
の
座
談
会
に
お
い
て
林
達
也
氏
は
「
十
六
・
十
七
世
紀
の
和
歌
環

境
」
と
い
う
枠
組
み
を
提
示
し
、
両
者
を
連
続
し
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
実
態
に
か
な
っ
て
い
る
と
発
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
間
の

歌
風
の
展
開
に
つ
い
て
、
林
達
也
「
実
隆
・
幽
斎
・
後
水
尾
院
│
和
歌
史
の
十
六
・
十
七
世
紀
」（
国
語
と
国
文
学
、
一
九
九
六
年
十
一
月
）
も
参

考
に
な
る
。
な
お
、
近
世
に
お
け
る
実
隆
ら
の
享
受
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
近
世
堂
上
歌
壇
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
）
一
三
六
〜
一

五
〇
頁
参
照
。
ま
た
、
三
玉
集
を
継
承
す
る
歌
風
は
十
八
世
紀
ま
で
は
続
き
、
そ
の
模
範
と
し
て
『
新
題
林
和
歌
集
』（
宝
永
七
年
〈
一
七
一
〇
〉

刊
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
浅
田
徹
「
近
世
歌
風
史
論
序
説
│
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
」（
近
世
文
藝
、
二
〇
二
〇
年
七
月
）
で
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

（
5
）　

大
山
和
哉
氏
の
一
連
の
論
文
に
詳
し
い
。「
後
水
尾
院
歌
壇
に
お
け
る
漢
文
学
の
利
用
」（
同
志
社
国
文
学
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
な
ど
。

（
6
）　

注
（
4
）
拙
著
八
一
〜
九
六
頁
。
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（
7
）　

注
（
2
）
大
谷
書
は
、「
道
理
」
と
「
余
情
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
こ
の
時
期
の
堂
上
の
歌
風
を
捉
え
る
。

（
8
）　

拙
著
『
和
歌
文
学
大
系
68　

後
水
尾
院
御
集
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
二
六
二
〜
二
六
三
頁
。
渡
部
泰
明
他
『
天
皇
と
芸
能
』
講
談
社
、
二

〇
一
一
年
、
二
三
七
〜
二
三
八
頁
（
鈴
木
健
一
担
当
）。

（
9
）　

注
（
3
）
林
書
三
六
〜
三
七
頁
。

（
10
）　

西
田
正
宏
『
松
永
貞
徳
と
門
流
の
学
芸
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
。

（
11
）　

注
（
3
）
林
書
四
五
〜
四
七
頁
。

（
12
）　

岡
本
聡
『
木
下
長
嘯
子
研
究
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
三
年
、
三
五
二
〜
三
六
七
頁
。

（
13
）　

久
保
田
啓
一
『
近
世
冷
泉
派
歌
壇
の
研
究
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
。

（
14
）　

注
（
10
）
西
田
書
、
神
作
研
一
『
近
世
和
歌
史
の
研
究
』
角
川
書
店
、
二
〇
一
三
年
。

（
15
）　

大
山
和
哉
他
『
和
歌
文
学
大
系
69　

晩
華
和
歌
集　

賀
茂
翁
家
集
』
明
治
書
院
、
二
〇
一
九
年
、
四
四
六
頁
（
大
山
氏
）。

（
16
）　

拙
著
『
江
戸
詩
歌
史
の
構
想
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
一
〇
四
〜
一
二
九
頁
。
注
（
15
）
書
四
五
二
〜
四
六
〇
頁
（
鈴
木
健
一
）。

（
17
）　

も
と
も
と
あ
っ
た
『
万
葉
集
』
の
心
情
表
現
は
捨
て
て
、
こ
と
ば
の
み
を
継
承
す
る
こ
と
で
、
一
定
の
万
葉
調
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
真

淵
の
歌
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
高
野
奈
未
『
賀
茂
真
淵
の
研
究
』
青

舎
、
二
〇
一
六
年
、
八
二
〜
一
〇
一
頁
。

（
18
）　

注
（
13
）
久
保
田
書
。
揖
斐
高
『
近
世
文
学
の
境
界　

個
我
と
表
現
の
変
容
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三
五
〜
一
五
四
頁
。
松
野
陽
一

『
東
都
武
家
雅
文
壇
考
』
臨
川
書
店
、
二
〇
一
二
年
。

（
19
）　

鈴
木
淳
・
加
藤
弓
枝
『
和
歌
文
学
大
系
70　

六
帖
詠
草　

六
帖
詠
草
拾
遺
』
明
治
書
院
、
二
〇
一
三
年
、
四
七
一
〜
四
七
八
頁
（
鈴
木
氏
）。
芦

庵
の
添
削
指
導
に
つ
い
て
は
、
加
藤
弓
枝
「
添
削
の
達
人
│
小
沢
盧
庵
と
あ
る
非
蔵
人
の
和
歌
」（
文
学
、
二
〇
〇
五
年
五
月
）
を
参
照
。

（
20
）　

拙
著
『
古
典
詩
歌
入
門
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
八
四
〜
九
七
頁
。
鈴
木
淳
『
橘
千
陰
の
研
究
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
八
四
〜

二
一
一
頁
も
参
照
。

（
21
）　

秋
山
虔
他
『
日
本
名
歌
集
成
』
學
燈
社
、
一
九
八
八
年
、
三
五
五
頁
（
揖
斐
高
氏
）。

（
22
）　

田
中
康
二
『
和
歌
文
学
大
系
72　

琴
後
集
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
九
年
、
三
二
七
〜
三
三
三
頁
。

（
23
）　

山
下
久
夫
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選　

本
居
宣
長
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
一
〇
〇
〜
一
〇
四
頁
。

（
24
）　

拙
著
『
江
戸
詩
歌
の
空
間
』
森
話
社
、
一
九
九
八
年
、
一
一
一
〜
一
三
一
頁
。
田
代
一
葉
『
近
世
和
歌
画
賛
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
。
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（
25
）　

田
中
仁
『
江
戸
の
長
歌
│
『
万
葉
集
』
の
享
受
と
創
造
』
森
話
社
、
二
〇
一
二
年
。
注
（
17
）
高
野
書
三
一
〜
五
五
頁
。

（
26
）　

盛
田
帝
子
『
近
世
雅
文
壇
の
研
究
│
光
格
天
皇
と
賀
茂
季
鷹
を
中
心
に
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
、
六
〇
〜
六
一
頁
。
同
「
寛
政
期
新
造
内
裏

に
お
け
る
南
殿
の
桜
│
光
格
天
皇
と
皇
后
欣
子
内
親
王
」『
文
化
史
の
な
か
の
光
格
天
皇
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
八
年
。
同
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本

歌
人
選　

天
皇
・
親
王
の
歌
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
九
年
）
八
二
〜
八
五
頁
。

（
27
）　

注
（
3
）
林
書
二
五
二
〜
二
五
三
頁
。

（
28
）　

鈴
木
亮
「
井
上
文
雄
の
田
園
詠
」『
成
蹊
国
文
』
二
〇
〇
四
年
三
月
。

（
29
）　

注
（
16
）
拙
著
一
三
〇
〜
一
五
九
頁
。

（
30
）　

鈴
木
健
一
他
『
和
歌
文
学
大
系
74　

布
留
散
東　

は
ち
す
の
露　

草
径
集　

志
濃
夫
廼
舎
歌
集
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
七
年
、
四
四
九
〜
四
五
〇

頁
（
進
藤
康
子
氏
）。

（
31
）　

注
（
30
）
書
四
六
〇
頁
（
久
保
田
啓
一
氏
）。

（
32
）　

亀
井
森
「
近
世
後
期
類
題
和
歌
集
編
纂
の
一
齣
」『
近
世
文
藝
』
二
〇
〇
九
年
七
月
。

（
33
）　

野
山
嘉
正
「
詩
歌
の
近
代
」『
日
本
文
学
講
座
10　

詩
歌
Ⅱ
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八
八
年
。

（
34
）　
『
水
戸
列
士
伝
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
一
二
年
）
二
五
四
頁
に
よ
れ
ば
、
井
伊
直
弼
を
襲
撃
す
る
に
当
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
服
に
書
き
付
け
て

お
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
35
）　

青
山
英
正
『
幕
末
明
治
の
社
会
変
容
と
詩
歌
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
、
二
二
八
〜
二
四
八
頁
。

（
36
）　

小
林
幸
夫
「
新
題
歌
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」『
和
歌
を
ひ
ら
く
第
五
巻　

帝
国
の
和
歌
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
。

（
37
）　

注
（
16
）
拙
著
八
二
〜
八
三
頁
。
注
（
35
）
青
山
書
を
は
じ
め
、
松
澤
俊
二
『「
よ
む
」
こ
と
の
近
代
』（
青
弓
社
、
二
〇
一
四
年
）、
長
福
香
菜

「
歌
人
税
所
敦
子
の
形
成
」（
国
文
学
攷
、
二
〇
一
一
年
）、
田
中
仁
「
渡
忠
秋
の
経
歴
と
和
歌
」（
和
歌
文
学
研
究
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
も
参
照
。

（
38
）　

拙
稿
「
三
条
西
季
知
『
恵
仁
春
乃
陰
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
〇
一
七
年
十
月
。

〔
付
記
〕
注
に
は
引
か
な
か
っ
た
が
、『
和
歌
史
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
一
年
）
に
お
け
る
、
西
田
正
宏
・
田
中
康
二
・
田
代
一

葉
各
氏
の
記
述
に
は
参
考
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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