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学
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時
代
性

一
下
河
辺
長
流
の
歌
学
お
よ
び
和
歌
の
近
世
的
意
義
に
つ
い
て

局

浜

三

一

 
下
河
辺
長
流
に
関
し
て
、
そ
の
学
者
的
方
面
と
歌
人
的
方
面
に
わ
た
っ
て
、

全
般
的
に
そ
の
歴
史
的
近
世
的
足
跡
は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

 
近
世
和
歌
の
革
新
的
歴
史
を
叙
す
る
場
合
に
は
、
木
瀬
三
之
、
戸
田
茂
睡
と

共
に
、
下
河
辺
長
流
の
業
績
か
ら
筆
を
起
す
こ
と
が
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
長

流
の
革
新
的
業
績
に
つ
い
て
は
、
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
が
、
又

案
外
彼
の
思
想
は
古
い
と
言
う
説
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
三

之
や
茂
睡
に
比
す
れ
ば
、
長
流
の
業
績
は
幅
が
広
く
底
も
深
い
。
中
世
の
伝
統

的
文
化
の
流
を
う
け
て
、
近
世
初
期
に
お
け
る
新
し
い
文
化
へ
の
転
換
期
に
位

置
し
て
、
古
典
の
学
問
的
研
究
と
し
て
の
歌
学
に
於
て
も
、
和
歌
の
文
芸
的
評
価

と
し
て
の
歌
論
に
つ
い
て
も
、
又
実
作
の
和
歌
の
様
式
に
関
し
て
も
、
長
流
は

新
時
代
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的

変
遷
の
過
渡
期
に
お
い
て
は
、
何
人
と
い
え
ど
も
、
そ
の
意
識
や
情
緒
に
、
古

さ
と
新
し
さ
と
混
在
す
る
こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点

に
つ
い
て
、
長
流
の
業
績
が
、
ど
れ
ほ
ど
古
く
ど
れ
ほ
ど
新
し
か
っ
た
か
、
又

近
世
初
頭
の
変
動
期
に
お
け
る
そ
の
時
代
性
や
歴
史
的
意
義
は
ど
う
で
あ
る
か

等
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

 
ま
ず
最
初
に
、
中
世
歌
学
の
時
代
性
を
最
も
著
し
く
示
し
て
い
る
古
今
伝
授

等
の
秘
伝
口
伝
に
つ
い
て
は
、
長
流
は
ど
ん
な
考
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て

考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
文
献
的
実
証
を
求
め
る
た
め
に
、
次
に
彼
の
著
書

の
中
か
ら
、
徴
証
を
挙
げ
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
（
長
流
の
著
書
は
朝
日

新
聞
社
発
行
の
長
流
全
集
を
主
と
し
て
用
い
る
が
、
之
は
略
し
て
単
に
全
集
と

記
す
こ
と
に
す
る
。
）

 
長
流
の
著
書
の
中
に
は
、
彼
が
秘
伝
口
伝
を
尊
重
し
た
と
思
わ
れ
る
例
証
が

数
多
く
見
ら
れ
る
の
で
、
次
に
そ
れ
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

 
長
流
の
著
書
は
成
立
年
時
の
明
ら
か
な
も
の
と
、
不
明
な
も
の
と
あ
る
が
、

出
来
る
だ
け
年
代
順
に
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
伝
授
観
の
見
え
る
著
書
の
中
で

最
も
早
い
も
の
は
、
萬
治
二
年
（
三
五
才
）
の
年
に
成
っ
た
歌
仙
抄
で
あ
る
。

長
流
の
年
報
は
、
そ
の
貞
享
三
年
に
大
阪
で
殻
し
た
年
の
年
令
を
六
〇
才
、
六

一
才
、
六
二
才
、
六
三
才
、
の
何
れ
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
な
る
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
㌧
で
は
六
二
才
残
と
し
て
逆
算
し
た
年
令
に
よ
る
こ
と
に
す
る
。

長
流
は
正
保
四
年
、
二
三
才
の
年
に
、
木
下
長
母
子
を
洛
西
小
塩
山
に
訪
れ
て

入
門
し
、
承
応
二
年
二
九
才
の
時
、
京
都
の
三
条
西
家
に
青
侍
と
し
て
仕
え
た
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が
、
そ
れ
か
ち
六
年
目
の
三
五
才
の
時
書
い
た
の
が
こ
の
歌
仙
抄
で
あ
る
。
こ

の
歌
仙
抄
の
中
に
は
、
彼
が
伝
授
を
尊
重
し
た
と
思
わ
れ
る
例
証
が
見
ら
れ
る

の
で
、
そ
れ
を
次
に
挙
げ
る
。
（
仮
名
遣
、
文
字
は
す
べ
て
原
文
の
ま
㌧
記
す
。

以
下
同
じ
。
）
猿
丸
大
夫
の
『
遠
近
の
た
づ
き
も
し
ら
ぬ
山
中
に
お
ぼ
つ
か
な

く
も
よ
ぶ
こ
鳥
か
な
」
の
歌
の
註
釈
の
文
の
中
に
、

 
よ
ふ
ご
鳥
は
古
今
三
鳥
の
そ
の
一
つ
な
れ
は
、
つ
た
へ
を
う
け
す
は
し
る
へ

 
か
ら
す
。
色
々
に
い
ひ
を
く
説
共
は
み
な
い
た
つ
ら
こ
と
也
。
 
（
中
略
）
と

 
か
く
な
ら
ひ
不
得
は
わ
き
ま
ふ
へ
き
に
あ
ら
す
。
 
（
全
集
上
巻
二
三
七
頁
）

又
同
じ
歌
仙
抄
の
中
で
、
藤
原
興
風
の
歌
『
誰
を
か
も
知
る
人
に
せ
ん
高
砂
の

松
も
む
か
し
の
友
な
ら
な
く
に
』
の
歌
に
つ
い
て
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。

 
猶
く
こ
の
歌
に
は
別
し
て
秘
蔵
の
お
し
へ
侍
る
也
。
口
伝
を
う
く
へ
し
。

 
．
（
全
集
上
二
四
五
頁
）

次
に
長
流
三
八
才
の
寛
文
二
年
に
成
立
し
た
『
万
葉
集
管
見
』
に
も
亦
、
伝
授

を
肯
定
し
た
文
が
見
ら
れ
る
。

 
も
、
よ
草
は
先
賢
の
皇
別
に
有
。
 
（
全
集
上
一
八
九
頁
）

と
の
み
記
し
て
そ
の
説
を
記
し
て
い
な
い
。

 
次
に
『
枕
詞
燭
明
抄
』
は
、
寛
文
十
年
四
六
才
の
時
刊
行
さ
れ
た
の
で
、
書

か
れ
た
の
は
そ
の
前
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
後
撰
集
の
口
伝
を
受
け
た
か
と
思

わ
れ
る
よ
う
な
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
あ
し
び
き
の
」
と
い
う
枕
詞
の
註
釈

に
つ
い
て
、

 
是
は
日
本
紀
の
抄
の
説
、
亦
後
撰
集
の
口
伝
に
も
侍
る
儀
也
。
 
（
全
集
上
三

 
六
九
頁
）

次
に
成
立
年
時
は
不
明
だ
が
、
『
百
人
一
首
三
二
抄
』
に
は
、
菅
家
の
『
こ
の

度
は
幣
も
と
り
あ
へ
ず
』
の
歌
に
註
を
施
し
た
後
で
、

 
是
大
底
の
説
な
り
、
正
説
は
口
伝
を
受
へ
し
、
 
（
全
集
上
二
六
九
頁
）

又
実
朝
の
『
世
の
中
は
常
に
も
が
も
な
」
の
歌
に
つ
い
て
、

 
百
人
一
首
の
中
に
別
傅
の
歌
お
ほ
し
と
い
へ
と
も
、
こ
れ
は
取
分
、
和
歌
の

 
本
意
、
人
丸
の
骨
髄
を
も
得
た
る
う
た
に
て
あ
れ
は
、
秘
か
中
の
極
秘
な

 
り
。
此
歌
に
お
ひ
て
わ
た
く
し
に
註
釈
を
つ
く
る
も
の
は
、
も
と
よ
り
百
人

 
一
首
の
心
を
知
ら
さ
る
も
の
な
り
、
知
者
不
言
、
言
者
不
知
、
老
子
経
学
を

 
以
、
こ
れ
を
つ
た
へ
ら
る
㌧
う
た
な
り
。
 
（
全
集
上
三
〇
五
頁
）

と
記
し
て
註
釈
を
施
す
こ
と
を
省
略
し
て
い
る
。
又
こ
の
部
分
に
対
し
て
の
契

沖
の
書
入
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 
こ
の
歌
を
こ
と
に
か
く
ま
て
秘
蔵
に
い
ひ
て
、
二
首
の
本
歌
ま
て
を
露
な
か

 
ら
凝
せ
さ
り
け
る
は
、
彼
或
御
傅
の
書
に
よ
り
て
そ
申
つ
ら
ん
。
こ
の
上
は

 
と
も
か
く
も
い
ひ
は
た
ら
か
す
ま
し
き
こ
と
な
れ
と
、
此
歌
に
か
き
り
て
、

 
さ
し
も
別
に
灌
頂
法
門
な
と
の
こ
と
く
、
甚
深
微
妙
の
事
あ
り
て
隠
密
す
る

 
に
は
侍
ら
し
。
 
（
全
集
上
三
〇
五
頁
）

と
言
っ
て
、
契
沖
は
長
流
を
批
判
し
て
い
る
。
次
に
之
も
成
立
年
時
不
明
だ
が

『
四
季
出
題
抄
』
に
は
、
立
春
と
言
う
歌
題
の
説
明
に
、

 
お
ほ
よ
そ
年
月
立
春
の
外
に
立
春
と
出
せ
る
題
は
正
月
朔
日
の
こ
と
を
云
な

 
り
。
口
傳
を
得
て
し
る
。
 
（
全
集
上
五
三
二
頁
）

又
旧
年
立
春
と
い
う
歌
題
の
注
に
は
、

 
古
今
集
巻
頭
の
う
た
に
年
内
立
春
と
載
ら
れ
た
れ
と
い
ま
は
冬
の
心
な
り
。

 
古
今
集
の
口
傳
を
う
け
さ
ら
ん
人
命
を
し
る
へ
か
ら
す
。
 
（
全
集
上
五
四
一

 
頁
）

古
今
伝
授
そ
の
他
に
関
し
て
、
長
流
が
誰
か
に
伝
授
を
受
け
て
い
た
こ
と
と
、

そ
れ
を
尊
重
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
徴
証
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
次
に
彼

長
流
歌
学
の
時
代
性
 
一
下
河
辺
長
流
の
歌
学
お
よ
び
和
歌
の
近
世
的
意
義
に
つ
い
て
一
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が
万
葉
集
の
伝
授
を
自
ら
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
様
な
文
献
も
あ

る
。
太
田
箪
編
増
訂
一
話
＝
腰
巻
四
に
は
、
貝
原
元
端
が
、
長
流
門
弟
の
五
井

加
線
に
宛
て
た
書
簡
に
、
 
（
橋
本
進
吉
先
生
編
長
流
伝
記
資
料
に
よ
る
。
）
次

の
様
な
文
が
見
え
る
。

 
下
河
馬
長
流
老
猶
堅
固
に
御
入
候
哉
足
下
に
も
萬
瓦
之
御
付
授
被
重
三
は
ん

と
忙
忙
候
踏
外
萬
夷
之
傳
授
を
得
茎
短
幾
人
御
座
候
哉
承
度
候
（
全
集
下
二
〇

三
頁
）

之
に
よ
れ
ば
、
長
流
が
門
弟
に
万
葉
伝
授
を
行
っ
た
ら
し
く
思
わ
れ
る
が
、
こ

の
伝
授
と
言
う
の
は
、
意
馬
の
古
今
伝
授
と
同
じ
愚
な
こ
と
を
行
っ
た
の
だ
と

思
え
ば
思
わ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
併
し
傳
授
と
言
う
語
は
、
教
授
と
言
う
意

味
の
用
語
例
も
あ
る
か
ら
、
伝
授
と
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
秘
伝
口

伝
を
意
味
す
る
と
考
え
る
事
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
右
の
文
の
伝
授
は
、
如
何
な

る
意
味
の
事
を
指
す
か
断
定
し
難
い
が
、
仮
り
に
秘
伝
口
伝
的
性
質
の
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
中
世
の
古
今
伝
授
の
考
え
方
と
は
、
本
質
的
に
異
な
る
も

の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
中
世
の
古
今
伝
授
は
、
先
人
の
学
説
を
機
械
的
に
受

け
継
い
で
、
そ
の
ま
㌧
伝
え
て
行
っ
た
と
い
う
点
、
お
よ
び
、
杜
撰
な
内
容
の

学
説
を
秘
伝
と
し
て
、
自
己
の
無
力
を
権
威
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が

長
流
の
場
合
は
、
自
分
の
独
創
的
新
説
を
、
特
に
優
秀
に
し
て
親
近
な
門
弟
子

だ
け
に
、
最
初
に
教
え
て
や
ろ
う
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
伝
授
類
似
の
教
授

を
行
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
こ
の
種
の
事
は
契
沖
に
も
あ
っ
た
様
で
あ
る
。
今
井
似
閑
の
萬
葉
指
巻
二
十

に
よ
れ
ば
、
 
（
契
沖
全
集
八
巻
九
五
｝
頁
）
 
『
萬
葉
集
第
一
巻
極
秘
伝
授
新
点

和
歌
一
首
』
と
標
題
を
つ
け
て
、
額
田
王
作
歌
の
難
訓
の
歌
『
莫
鴛
大
晦
之
大

相
 
冷
雨
爪
謁
気
』
の
訓
と
し
て
、
 
『
マ
ガ
ヅ
リ
ノ
 
オ
ホ
ヒ
ナ
セ
ソ
ク
モ
』

と
言
う
膨
み
方
を
、
細
細
か
ら
極
秘
伝
授
を
受
け
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
事

情
に
つ
い
て
考
証
し
て
み
れ
ば
、
契
沖
が
万
葉
無
量
記
の
初
稿
本
に
は
、
仙
覚

や
長
流
の
説
の
通
り
に
、
 
『
ユ
フ
ヅ
キ
ノ
 
ァ
フ
ギ
テ
ト
ヒ
シ
』
と
訓
み
、
精

撰
本
代
匠
記
に
、
 
『
ユ
フ
ヅ
キ
シ
 
オ
ホ
ヒ
ナ
セ
ソ
ク
モ
』
と
独
自
の
訓
を
附

け
た
が
、
そ
の
後
に
至
っ
て
、
右
の
主
な
『
マ
ガ
ヅ
リ
ノ
』
の
訓
を
思
い
つ
い

た
ら
し
い
。
契
沖
は
新
し
い
訓
を
思
い
つ
い
た
時
は
、
水
戸
光
囲
に
最
初
に
内

密
に
知
ら
せ
て
い
た
そ
う
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
に
も
亦
水
戸
侯
に
知
ら
せ
る
と

同
時
に
、
似
閑
に
も
内
密
に
教
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
光
冠
の
編
ん
だ
『
釈
万
葉

集
』
に
も
、
 
『
マ
ガ
ヅ
リ
ノ
』
と
い
う
訓
が
つ
い
て
い
る
事
で
も
そ
の
こ
と
が

推
定
で
き
る
。
右
の
様
な
事
情
の
事
を
、
今
井
似
閑
が
契
沖
か
ら
秘
伝
を
受
け

た
と
称
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
伝
授
思
想
を
否
定
し
て
い
た
契
沖
が
、
中
世

の
秘
伝
思
想
を
持
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
彼
は
新
説
を
大
切
に
し
て
、

最
初
に
親
近
者
に
教
え
て
や
ろ
う
と
思
っ
た
だ
け
の
事
と
推
定
で
き
る
の
で

あ
6
。
長
流
の
場
合
の
万
葉
伝
授
と
い
う
語
も
亦
、
之
と
同
じ
様
な
意
味
に
解

釈
す
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

 
以
上
は
長
流
が
秘
伝
口
伝
を
尊
重
し
た
と
思
わ
れ
る
徴
証
を
挙
げ
た
の
で
あ

る
が
、
次
に
彼
が
伝
授
思
想
を
否
定
し
た
事
に
関
し
て
は
、
夙
に
佐
佐
木
信
綱

先
生
が
、
明
治
四
十
三
年
発
行
の
、
日
本
歌
学
史
に
、

 
長
流
そ
の
人
も
契
沖
が
古
今
余
材
抄
の
序
の
部
の
終
に
附
記
せ
る
文
中
に
明

 
ら
か
に
、
口
伝
秘
伝
な
ど
言
へ
る
は
愚
か
な
る
こ
と
な
り
、
と
言
ひ
を
れ
る

 
が
、
 
（
日
本
歌
学
史
二
五
七
頁
）

と
明
記
し
て
居
ら
れ
る
し
、
又
久
松
潜
【
先
生
の
、
日
本
文
学
評
論
史
に
よ
れ

ば
上
賀
茂
文
庫
蔵
の
古
今
余
材
抄
書
入
に
は
、
次
の
様
に
あ
る
由
で
あ
る
。

 
長
流
日
（
中
略
）
今
立
祇
の
切
紙
な
と
い
へ
る
物
は
大
か
た
顕
注
密
勘
の
内
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よ
り
出
た
り
（
中
略
）
口
伝
秘
伝
な
と
い
へ
る
は
お
ろ
か
な
る
事
也
（
日
本

 
文
学
評
論
史
近
世
編
七
五
七
頁
）

契
沖
の
古
今
余
材
抄
は
元
禄
四
年
成
立
で
あ
る
。
こ
の
年
は
長
流
が
残
し
て
か

ら
五
年
後
で
あ
る
。
余
材
抄
の
書
入
に
、
長
流
日
と
あ
る
の
は
、
長
流
の
言
を

何
時
御
字
が
聞
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
長
流
の
晩
年
の
事
で
あ

ろ
う
。
長
流
は
若
年
の
頃
は
口
伝
秘
伝
を
尊
重
し
て
い
た
が
、
晩
年
に
至
っ
て

伝
授
否
定
の
考
に
変
っ
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 
長
流
は
二
一
ご
才
の
時
木
下
長
享
子
に
入
門
し
て
い
る
。
長
彌
は
細
川
幽
斎
に

つ
い
て
古
今
伝
授
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
長
流
も
長
薯
子
か
ら
古
今
伝
授
を
う

け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
彼
は
二
九
才
の
時
京
都
の
三
条
西
家
に
青
侍
と

な
っ
て
仕
え
た
。
目
的
は
三
条
西
家
に
あ
る
万
葉
集
の
古
註
本
を
写
す
事
に
あ

っ
た
ら
し
い
が
、
森
銑
三
氏
の
『
新
資
料
に
よ
る
下
河
辺
長
流
の
研
究
』
に
よ

れ
ば
、
こ
の
後
六
年
乃
至
十
四
年
問
の
永
い
間
仕
え
て
い
た
様
で
あ
る
。
 
（
国

語
と
国
文
学
昭
和
六
年
四
月
号
）
三
条
西
家
は
二
条
派
歌
道
の
古
く
か
ら
の
名

家
で
あ
っ
て
、
宗
祇
か
ら
古
今
伝
授
を
受
け
た
三
条
西
実
隆
の
子
孫
で
あ
る
。

長
流
が
同
家
に
仕
え
た
承
応
元
年
に
は
、
当
主
の
三
条
西
実
教
は
三
四
才
で
あ

っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
実
教
は
家
代
々
の
伝
授
を
伝
え
て
い
た
事
は
確
か
で

あ
る
。
長
流
は
同
家
に
青
侍
の
身
分
で
は
あ
る
が
、
永
年
の
問
仕
え
て
い
て
、

主
人
の
実
教
か
ら
こ
の
方
面
の
伝
授
を
受
け
る
機
会
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
疑

問
で
あ
る
。
長
流
の
残
し
た
文
献
の
上
で
は
、
 
『
枕
詞
燭
明
抄
」
の
序
の
中
に

 
日
本
紀
風
土
記
旧
事
紀
古
事
紀
古
語
拾
遺
万
葉
の
古
墨
、
古
人
髄
脳
の
数
々

 
こ
と
に
は
三
条
内
府
実
隆
公
の
御
難
を
用
た
り
。
 
（
全
集
上
三
六
七
頁
）

と
あ
っ
て
、
三
条
西
実
隆
に
敬
語
を
使
い
、
そ
の
学
説
を
用
い
て
い
る
の
を
見

れ
ば
、
三
条
西
家
の
家
学
の
影
響
を
受
け
て
い
た
か
と
も
思
わ
れ
な
い
こ
と
も

な
い
が
、
こ
の
他
に
は
、
そ
の
様
な
徴
証
が
別
に
見
当
ら
な
い
点
か
ら
考
え
る

と
、
長
流
が
三
条
西
家
か
ら
伝
授
を
う
け
た
と
は
考
え
な
い
方
が
よ
い
だ
ろ

う
。
長
流
は
そ
れ
以
前
に
木
下
長
甲
子
の
門
弟
に
な
っ
て
い
て
、
彼
は
生
涯
面

癖
子
を
尊
敬
し
心
酔
し
て
い
た
様
で
あ
る
か
ら
、
長
流
が
古
今
伝
授
を
受
け
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
長
綿
子
か
ら
で
あ
ろ
う
事
は
断
定
し
て
よ
い
と
思

》
つ
。

 
芸
道
を
家
の
遺
産
の
如
く
代
々
伝
え
た
り
、
秘
伝
と
称
し
て
口
頭
で
伝
え
た

り
切
紙
で
伝
え
た
り
す
る
事
は
、
文
化
が
行
き
づ
ま
っ
て
打
開
の
道
が
な
く
、

伝
統
を
墨
守
す
る
事
の
み
に
よ
っ
て
、
空
疎
な
権
威
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
低

劣
な
習
慣
で
あ
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
近
世
初
頭
の
文
化
転

換
の
時
期
に
当
っ
て
は
、
か
よ
う
な
因
襲
か
ら
脱
却
す
る
事
が
第
一
で
あ
る
こ

と
も
勿
論
で
あ
る
が
、
木
下
長
囎
の
如
き
人
で
も
、
そ
の
和
歌
の
実
作
に
於
て

は
、
従
来
の
二
条
派
歌
学
の
制
詞
の
法
を
破
壊
し
て
顧
み
な
か
っ
た
に
も
拘
ら

ず
、
細
川
幽
斎
か
ら
古
今
伝
授
を
受
け
、
幽
斎
に
は
敬
意
を
払
っ
て
交
際
を
続

け
て
い
た
様
な
時
代
の
姿
で
あ
っ
た
。
そ
の
長
彌
子
の
指
導
を
受
け
た
長
流
が

壮
年
の
頃
伝
授
肯
定
の
思
想
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
怪
し
む
に
足
り
な
い

事
で
あ
ろ
う
。
併
し
晩
年
に
伝
授
否
定
に
変
っ
て
行
っ
た
事
は
、
時
代
の
変
遷

の
姿
を
、
彼
が
身
を
以
て
反
映
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
長
流
が
ど
う
い
う
動
機
で
伝
授
否
定
に
転
じ
た
か
に
つ
い
て
は
確
か
な
徴
証

は
な
い
が
、
佐
佐
木
信
綱
先
生
の
『
和
歌
史
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
木
瀬
三
之

は
茂
唾
長
流
よ
り
先
輩
で
あ
っ
て
、
早
く
『
古
今
伝
授
な
ど
あ
る
べ
か
ら
ず
』

と
称
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
 
（
和
歌
史
の
研
究
三
〇
三
頁
）
長
流
が
之
等

の
影
響
を
受
け
た
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
長
流
も
そ
の
師
長
婦
と
同
じ
様

に
、
そ
の
和
歌
の
実
作
に
於
て
は
、
自
由
な
歌
風
を
示
し
、
二
条
派
歌
学
の
制

長
流
歌
学
の
時
代
性
 
一
下
河
辺
長
流
の
歌
学
お
よ
び
和
歌
の
近
世
的
意
義
に
つ
い
て
一
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詞
等
に
は
拘
泥
し
て
い
な
か
っ
た
点
か
ら
考
え
て
も
、
彼
は
外
的
な
影
響
を
受

け
な
く
て
も
、
研
究
体
験
の
結
果
と
し
て
、
自
覚
的
に
伝
授
否
定
の
考
に
転
ず

る
に
至
っ
た
と
推
定
す
る
事
が
、
真
実
に
近
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
尚
右
に
述
べ
た
様
に
、
二
条
派
歌
学
の
伝
統
た
る
制
詞
の
破
壊
は
、
木
下
長

囎
子
お
よ
び
長
流
が
、
そ
の
実
作
に
お
い
て
実
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
之

は
茂
睡
が
制
詞
破
壊
を
宣
言
し
た
『
寛
文
五
年
三
二
』
よ
り
時
期
が
早
い
の
で

あ
る
。
い
わ
ん
や
茂
睡
の
梨
本
集
の
成
立
し
た
元
禄
十
一
年
は
、
長
流
が
残
し

そ
か
ら
十
二
年
後
で
あ
る
か
ら
、
茂
睡
よ
り
も
長
流
の
方
が
先
覚
者
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
長
流
に
は
伝
授
思
想
の
残
津
は
あ
っ
て
も
、
二
条
派
歌
学
の
中

世
的
因
襲
か
ら
脱
却
し
て
、
近
世
的
歌
学
へ
転
換
し
て
行
く
時
代
の
、
先
頭
に

立
っ
て
歩
ん
で
来
た
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
意
義
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

二

 
次
に
長
流
は
先
輩
学
者
の
学
説
な
ら
び
に
古
歌
人
の
歌
風
に
対
し
て
、
ど
ん

な
見
解
を
以
て
臨
ん
だ
か
、
又
古
典
に
対
し
て
は
ど
ん
な
考
を
持
っ
て
い
た
か

に
つ
い
て
、
調
査
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
長
流
の
主
著
で
あ
る
万
葉

集
管
見
と
萬
葉
集
砂
に
引
用
し
て
あ
る
先
達
名
に
つ
い
て
調
査
し
て
、
彼
が
先

達
の
学
説
に
対
し
て
、
ど
ん
な
考
を
持
っ
て
い
た
か
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に

す
る
。

矧
翻
乱
た
一
饗
儘
茂
騰
蕊
定
一
計

量
昭
（
顕
昭
が
町

中
抄
と
あ
る
も
の

を
含
む
）

13

5

18

或

説

或
 
 
抄
 
 
物

先

賢

先

達

清
輔
（
清
輔
奥
義

抄
と
あ
る
も
の
を

含
む
）

俊

頼

6310254

10936

161213854

 
 
 
右
の
外
に
、
俊
成
、
定
家
、
能
因
歌
枕
、
八
雲
御
抄
、
和
名
抄
、
無
名

 
 
 
抄
、
童
蒙
抄
、
或
云
、
一
説
、
喜
撰
か
和
歌
式
、
と
あ
る
も
の
各
一
回

 
 
 
宛
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
．

右
の
調
査
の
結
果
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
長
流
は
顕
昭
の
説
を
最
も
多
く
引
用
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
外
に
は
、
清
輔
、
俊
頼
の
説
を
多
く
用
い
て
い

る
。
そ
し
て
之
ら
の
人
々
の
説
に
対
し
て
は
、
大
部
分
そ
の
ま
㌧
継
承
し
肯
定

し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
事
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
長
流
は
六
条
家

歌
学
と
か
俊
頼
の
様
な
進
歩
的
歌
人
の
説
に
、
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。

 
次
に
そ
の
名
を
挙
げ
な
い
で
単
に
先
賢
と
称
し
て
引
用
し
た
も
の
が
多
く
、

之
も
亦
そ
の
大
部
分
を
肯
定
し
て
い
る
。
尚
こ
の
先
賢
の
説
を
引
用
す
る
場
合

に
は
、
万
葉
集
管
見
に
於
て
、
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先
賢
の
つ
た
へ
に
云
（
中
略
）
可
秘
々
々
（
全
集
上
七
二
頁
）

 
も
～
よ
草
は
先
賢
の
聖
別
に
有
（
全
一
八
九
頁
）

と
秘
伝
を
受
け
た
ら
し
い
事
を
記
し
て
い
る
し
、
又
稀
に
先
賢
の
説
を
批
判
す

る
場
合
に
も
、

 
先
賢
の
つ
た
へ
に
背
く
へ
き
に
あ
ら
ね
共
（
全
九
一
頁
）

と
こ
と
わ
り
な
が
ら
、
そ
の
学
説
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
考
え
る

と
、
先
賢
と
書
い
て
い
る
の
は
、
 
『
僻
考
集
」
に
師
説
と
書
い
て
い
る
の
と
同

【
人
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
何
人
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
多
分
木
下
長
囎
だ

ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
彼
は
、
俊
頼
、
顕
昭
、
清
輔
、
長

囎
子
等
の
進
歩
派
の
学
説
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

 
次
に
そ
の
名
を
挙
げ
な
い
で
怪
説
、
或
抄
物
、
先
達
と
記
し
た
人
の
学
説
を

数
多
く
引
用
し
て
い
る
が
、
之
等
の
学
説
に
対
し
て
は
、
肯
定
し
た
も
の
よ
り

も
批
判
し
否
定
し
た
も
の
の
方
が
遙
か
に
多
い
の
で
あ
る
。
之
ら
の
説
は
、
氏

名
を
明
記
し
た
古
人
以
外
の
多
く
の
人
々
を
含
む
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
長
流

の
先
達
の
学
説
に
対
す
る
自
由
な
批
判
的
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
全
般
的
に
見
て
、
長
流
の
註
釈
の
方
法
は
、
古
人
の
学
説
を
色
々
挙
げ
て
、

そ
れ
を
比
較
対
照
し
て
批
判
し
、
 
又
古
典
の
中
に
文
献
的
徴
証
を
求
め
て
、

自
分
の
見
識
を
以
て
判
断
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

遇
わ
れ
な
い
自
由
な
研
究
態
度
が
、
中
世
の
因
襲
的
思
想
か
ら
脱
却
し
て
、
客

観
的
科
学
的
方
法
を
拓
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
国
文
学

研
究
史
上
に
お
け
る
近
世
的
意
義
の
著
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
長
流
か
ら
契
沖

を
経
て
近
世
国
学
者
た
ち
へ
流
れ
て
行
っ
た
歌
学
に
お
け
る
新
し
い
方
法
論
の

濫
鵬
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
は
古
人
の
学
説
に
対
し
て
、
ど
ん
な
意
識
を
以
て
臨
ん
だ
か
、
お
よ
び

学
問
研
究
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
ど
ん
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
長
流
は
古
典
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
ど
ん
な
見

解
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
鼠
銑
三
国
に
よ
れ

ば
、
長
流
門
下
の
風
竹
の
手
記
に
、
次
の
様
に
記
し
て
あ
る
由
で
あ
る
。
 
（
国

語
と
国
文
学
昭
和
六
年
四
月
号
、
新
資
料
に
よ
る
下
河
辺
長
流
の
研
究
）

 
門
弟
に
示
す
学
問
の
次
第
、
詠
歌
大
概
に
い
へ
る
が
ご
と
し
。
古
今
伊
勢
後

 
撰
拾
遺
詠
歌
大
概
小
倉
百
首
若
有
余
力
ば
、
三
十
六
人
の
歌
集
、
右
猶
学
を

 
得
た
ら
ば
、
萬
葉
先
文
字
よ
み
し
て
後
に
学
べ
と
賦
し
、
源
氏
物
語
は
さ
の

 
み
頑
賞
せ
ら
れ
ぎ
り
し
。

之
に
よ
っ
て
、
歌
学
を
勉
強
す
る
順
序
と
し
て
、
三
代
集
あ
た
り
か
ら
初
め
て

最
終
的
に
は
万
葉
集
に
至
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
持
っ
て
い
た
事
が
わ

か
る
。

 
又
初
学
者
の
作
歌
の
参
考
の
た
め
、
古
歌
を
抜
葦
し
て
分
類
収
録
し
た
『
材

林
和
歌
抄
』
の
序
文
に
は
、

 
皆
こ
れ
古
き
世
の
う
た
を
用
ひ
て
、
ち
か
き
歌
を
の
せ
さ
る
こ
と
は
、
規
範

 
と
す
る
に
か
た
げ
れ
ば
な
り
。
い
は
ゆ
る
準
え
う
し
ふ
を
は
し
め
て
集
は
古

 
今
後
撰
拾
遺
に
及
ひ
、
並
に
紀
氏
六
帖
歌
仙
世
六
人
の
家
の
集
堀
河
院
両
度

 
の
百
首
の
う
た
を
あ
く
。
ま
た
単
動
か
集
、
と
し
よ
り
朝
臣
の
家
の
集
は
、

 
た
く
み
に
萬
物
を
よ
め
る
と
こ
ろ
、
尤
見
な
ら
ふ
へ
き
に
し
て
是
を
副
た

 
り
。
 
（
全
集
上
六
五
五
頁
）

之
は
学
問
の
方
法
で
な
く
、
和
歌
制
作
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が

や
は
り
三
代
集
や
万
葉
集
等
を
目
標
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
に
源
俊
頼
や

曽
根
好
忠
の
家
集
の
歌
が
、
素
材
が
広
く
類
型
的
で
な
い
点
を
あ
げ
て
、
作
歌

の
模
範
と
す
べ
き
事
を
述
べ
て
い
る
。
こ
㌧
で
も
亦
革
新
的
歌
人
の
歌
集
を
特

長
流
歌
学
の
時
代
性
-
下
河
辺
長
流
の
歌
学
お
よ
び
和
歌
の
近
世
的
意
義
に
つ
い
て
一
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に
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
又
長
流
が
作
歌
の
模
範
と
し
て

万
葉
集
を
重
ん
D
た
例
証
と
し
て
は
、
『
万
葉
集
名
寄
』
の
序
文
に
、

 
上
り
て
の
代
の
風
躰
は
、
う
た
の
林
に
木
か
く
れ
こ
と
の
葉
の
海
に
水
こ
も

 
り
て
、
は
か
り
か
た
き
こ
と
の
み
お
ほ
か
る
を
、
よ
く
老
害
を
う
か
～
ひ
見

 
す
は
い
よ
く
し
き
島
の
道
は
く
ら
き
に
そ
ま
よ
ひ
侍
へ
き
。
な
か
れ
の
末

 
の
浅
き
を
は
く
み
し
る
と
い
へ
と
も
、
そ
の
み
な
も
と
の
ふ
か
き
を
き
は
め

 
す
、
さ
て
の
み
や
ま
ん
人
、
い
ひ
か
ひ
な
か
ら
す
や
は
あ
る
。
 
（
全
集
上
五

 
四
二
頁
）

と
記
し
て
、
作
歌
を
習
う
に
は
和
歌
の
根
源
た
る
万
葉
集
に
よ
る
べ
き
事
を
強

調
し
て
い
る
。
こ
の
書
は
万
治
二
年
三
五
才
の
時
の
著
書
で
あ
っ
て
、
長
流
の

著
書
の
成
立
年
時
の
わ
か
っ
て
い
る
も
の
㌧
中
で
は
、
土
佐
日
記
抄
に
つ
い
で

二
番
目
に
早
い
時
期
の
著
書
で
あ
る
。
こ
の
年
は
彼
が
木
下
長
囎
に
入
門
し
て

か
ら
十
三
年
後
で
、
西
山
宗
因
に
教
を
乞
う
て
か
ら
九
年
後
、
又
三
条
西
家
に

仕
え
て
か
ら
六
年
後
に
当
る
が
、
彼
が
此
の
頃
に
は
既
に
万
葉
研
究
に
志
を
確

立
し
、
そ
の
研
究
も
か
な
り
進
ん
で
い
た
事
が
わ
か
る
。

 
然
ら
ば
長
流
が
万
葉
集
研
究
に
専
心
す
る
に
至
っ
た
動
機
は
何
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
か
と
「
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
㌧
で
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず

当
時
勃
興
し
た
儒
学
の
古
学
派
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 
山
鹿
素
行
や
伊
藤
仁
斎
等
に
よ
っ
て
、
そ
の
頃
宋
儒
の
思
想
か
ら
脱
却
し
て

儒
家
の
基
本
的
古
典
に
湖
っ
て
直
接
に
古
義
を
明
ら
め
よ
う
と
す
る
学
問
の
方

法
が
掌
っ
た
の
で
、
そ
の
刺
激
を
受
け
て
、
歌
学
に
於
て
も
万
葉
の
古
き
に

湖
る
べ
き
だ
と
、
考
え
つ
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
一
応
考
え

ら
れ
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
長
流
の
万
葉
集
管
見
の

で
き
あ
が
っ
た
寛
文
二
年
越
長
流
三
八
才
）
の
年
に
は
、
山
鹿
素
行
は
四
一
才

で
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
程
朱
学
を
否
定
し
て
、
聖
学
と
称
す
る
古
学
に
転
向
し

た
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
門
人
が
山
鹿
語
録
を
編
輯
し
初
め
た
の
は
翌
年
寛
文
三

年
十
一
月
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
又
聖
教
要
録
を
刊
行
し
て
古
学
を
提
唱
し
た
の

は
寛
文
五
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
に
よ
っ
て
考
え
る
と
、
山
鹿
素
行
が
古
学

に
転
向
し
た
以
前
に
、
長
流
は
万
葉
集
管
見
を
書
き
上
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。 

又
古
義
学
者
の
伊
藤
仁
斎
は
、
こ
の
年
三
六
才
で
、
ち
ょ
う
ど
堀
河
塾
を
開

い
た
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
論
語
古
義
、
孟
子
古
義
、
中
庸
発
揮
を
書
い
た
の
は

そ
の
翌
年
の
寛
文
三
年
で
あ
る
。
刊
行
さ
れ
た
の
は
ず
っ
と
後
の
正
徳
享
保
年

間
で
あ
る
。
尚
荻
生
祖
侠
は
寛
文
六
年
に
生
れ
て
い
る
の
で
、
黒
黒
の
古
文
辞

学
の
行
わ
れ
た
の
は
、
は
る
か
に
後
代
の
こ
と
で
あ
る
。

 
右
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
長
流
が
万
葉
集
研
究
に
志
し
た
の
は
、
儒
家
の
古
学

派
の
復
古
思
想
の
影
響
を
受
け
た
た
め
で
は
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し

ろ
長
流
の
万
葉
研
究
は
儒
家
の
古
学
に
先
行
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

 
次
に
長
流
が
先
達
の
影
響
を
受
け
て
万
葉
研
究
に
入
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、

第
一
に
考
え
ら
れ
る
事
は
、
彼
は
木
下
長
銀
に
は
心
酔
し
て
い
た
か
ら
、
長
囎

の
革
新
思
想
の
刺
激
を
受
け
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
又
古
人
に
つ
い

て
は
、
京
極
為
兼
を
重
ん
じ
て
い
た
事
も
事
実
で
あ
る
か
ら
、
為
兼
の
万
葉
尊

重
思
想
の
影
響
を
受
け
た
事
も
考
え
ら
れ
る
。
併
し
こ
㌧
で
も
う
一
つ
留
意
す

べ
き
こ
と
は
、
当
時
の
時
代
的
環
境
で
あ
る
。
戦
国
乱
世
の
時
代
が
江
戸
幕
府

に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
、
平
和
の
到
来
と
共
に
文
運
復
興
の
機
運
に
向
か
い
、
中

世
文
化
の
欠
陥
に
対
す
る
自
覚
が
生
じ
て
、
改
め
て
因
襲
的
伝
統
以
前
の
文
化
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の
根
源
に
潮
っ
て
、
文
化
の
本
質
を
見
直
そ
う
と
い
う
意
識
が
時
代
思
想
と
し

て
起
っ
て
く
る
こ
と
は
自
然
の
勢
で
あ
る
。
寛
永
本
万
葉
集
の
刊
行
等
も
そ
の

一
端
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
時
代
の
動
き
を
い
ち
早
く
肌
を
以
て
感
じ

と
っ
て
、
長
流
の
万
葉
に
対
す
る
関
心
が
喚
起
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

 
次
に
作
歌
の
方
面
に
関
し
て
、
長
流
が
古
歌
入
の
歌
風
に
対
し
て
ど
ん
な
見

解
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
好
忠
、
俊
頼
、
顕

昭
、
清
輔
、
長
黒
子
を
学
者
と
し
て
又
歌
人
と
し
て
、
長
流
が
尊
敬
し
て
い
た

事
は
右
に
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
実
朝
、
為
兼
を
重
ん
じ
て

い
る
。
実
朝
に
対
し
て
は
、
 
『
百
人
一
首
三
碧
抄
』
に
お
い
て
、
そ
の
『
世
の

中
は
常
に
も
が
も
な
』
の
歌
の
説
．
明
の
文
の
中
で
、

 
右
鎌
倉
右
府
は
定
家
卿
門
弟
の
中
に
も
、
こ
と
に
潔
し
お
も
は
れ
た
る
ゆ

 
へ
に
、
和
歌
よ
み
か
た
の
教
も
世
人
に
こ
と
な
り
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
人

 
丸
赤
人
の
風
骨
を
得
ら
れ
た
れ
は
、
ひ
と
へ
に
万
葉
の
古
意
を
も
っ
て
伝
授

 
せ
ら
る
㌧
こ
と
両
度
に
及
へ
り
。
其
古
意
を
得
た
る
所
の
奥
義
、
こ
と
に
此

 
歌
に
あ
れ
は
、
門
弟
子
あ
ま
た
か
中
に
此
右
府
一
人
の
歌
を
載
ら
れ
、
黄
門
自

 
身
の
歌
よ
り
も
さ
き
に
出
さ
る
㌧
は
其
ゆ
へ
な
り
、
 
（
全
集
上
三
〇
五
頁
）

と
言
っ
て
、
実
朝
が
優
秀
な
歌
人
で
あ
る
し
、
万
葉
風
の
歌
風
を
体
得
し
て
い

る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
賀
茂
真
淵
等
が
実
朝
を
推
賞
し
た
事
よ
り
も

遙
か
に
早
い
時
期
に
於
て
、
実
朝
の
真
価
を
認
め
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
長
流

の
万
葉
や
実
朝
に
対
す
る
理
解
の
優
れ
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

 
京
極
・
為
兼
を
重
ん
じ
て
い
た
事
は
、
長
流
自
撰
歌
集
の
『
長
流
和
歌
延
宝
集

』
 
（
延
宝
九
年
五
七
才
成
立
）
の
中
に
は
、
『
為
兼
の
体
に
な
ら
ふ
歌
』
と
い

う
詞
書
の
歌
を
三
回
も
出
し
て
い
る
事
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
右
の
様
な
事
実

に
よ
っ
て
考
察
す
れ
ば
、
長
流
は
学
問
研
究
の
方
面
で
は
、
万
葉
集
に
力
を
注

ぎ
、
又
古
歌
人
の
歌
風
に
つ
い
て
は
、
革
新
的
進
歩
派
と
目
さ
れ
て
い
る
人
々

を
重
ん
じ
て
い
た
事
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

 
こ
㌧
で
長
流
の
学
問
が
後
世
の
学
者
た
ち
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
一
瞥
し

て
み
る
こ
と
に
す
る
。
契
沖
は
万
葉
代
匠
記
の
初
稿
本
に
於
て
、
長
流
の
学
説

を
忠
実
に
継
承
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
契
沖
の
初
期
の
著
書
は
長
流
の
説
を

祖
述
し
た
も
の
が
多
い
事
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
近
世
万
葉
学
の
基
盤
を
大

き
く
う
ち
建
て
た
建
築
の
学
問
が
、
そ
の
源
は
長
流
か
ら
流
れ
出
た
も
の
で
あ

る
事
は
、
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
又
大
石
新
氏
の
『
万
葉
集

管
見
と
万
葉
集
僻
案
抄
』
 
（
国
語
と
国
文
学
四
巻
二
号
）
に
よ
れ
ば
、
荷
田
春

満
は
長
流
の
萬
葉
集
管
見
の
説
を
一
説
又
は
或
説
と
し
て
引
用
し
て
い
る
が
、

殆
ど
そ
の
説
を
否
定
し
て
い
る
け
れ
ど
、
春
満
が
長
流
や
船
津
の
学
説
の
影
響

を
多
け
た
事
は
見
逃
せ
な
い
と
指
摘
し
て
居
ら
れ
る
。

 
か
よ
う
な
事
実
に
よ
っ
て
考
察
す
れ
ば
、
長
流
が
万
葉
集
に
心
を
寄
せ
た
事

又
そ
の
研
究
の
態
度
に
湿
て
伝
統
に
拘
泥
せ
ず
自
由
な
批
判
的
方
法
を
樹
立
し

て
、
近
世
の
新
し
い
歌
学
の
端
を
開
い
た
事
は
、
好
忠
、
俊
頼
、
六
条
派
歌
学

為
兼
、
長
囎
と
流
れ
て
来
た
前
代
の
歌
学
者
乃
至
歌
人
た
の
進
歩
的
革
新
的
精

神
1
一
各
々
時
代
的
に
も
色
彩
や
程
度
の
相
違
は
あ
る
が
一
の
歴
史
的
展
開

の
後
を
承
け
て
、
近
世
初
頭
に
至
っ
て
、
長
流
歌
学
と
し
て
の
新
し
い
時
代
性

と
な
っ
て
発
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
而
し
て
そ
の
流
が

又
、
契
沖
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
確
立
拡
大
さ
れ
て
、
客
観
的
科
学
的
方
法
論
を

基
盤
と
し
た
新
し
い
近
世
歌
学
と
な
っ
て
、
近
世
国
学
者
へ
と
流
れ
て
行
っ
た

も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

長
流
歌
学
の
時
代
性
 
-
下
河
辺
長
流
の
歌
学
お
よ
び
和
歌
の
近
世
的
意
義
に
つ
い
て
一
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、

三

 
次
に
、
文
芸
と
し
て
の
和
歌
は
ど
ん
な
で
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
長
流
の

歌
論
と
、
彼
の
実
作
の
和
歌
の
歌
曲
は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
る
こ
と
に
す
る
。

 
長
流
は
そ
の
著
「
歌
仙
抄
」
お
よ
び
『
百
人
一
首
三
奥
抄
』
に
お
い
て
、
三

十
六
歌
仙
お
よ
び
百
人
一
首
の
註
釈
を
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
随
所
に
歌

風
の
批
評
を
記
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
歌
論
を
考
え
て
み
る
こ

と
に
す
る
。

 
第
一
に
、
実
感
を
直
叙
し
た
写
実
的
な
歌
を
推
賞
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。

 
歌
仙
抄
に
於
て
赤
人
の
『
若
の
浦
に
し
ほ
み
ち
く
れ
ば
潟
を
な
み
あ
し
べ
を

さ
し
て
田
鶴
な
き
わ
た
る
』
の
歌
に
対
し
て
、

 
眼
前
の
景
を
有
く
と
よ
め
る
歌
詠
（
全
集
上
二
三
四
頁
）

と
そ
の
客
観
的
写
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
又
紀
友
則
の
『
夕
さ
れ
ば
さ
ほ
の
河

原
の
川
風
に
友
ま
と
は
し
て
千
鳥
な
く
な
り
』
に
つ
い
て
は
、

 
か
や
う
の
う
た
は
其
所
に
の
ぞ
み
て
千
鳥
の
こ
ゑ
を
き
く
時
節
の
て
い
を
言

 
ひ
立
て
た
る
ば
か
り
に
て
、
を
の
つ
か
ら
感
情
は
こ
も
れ
る
も
の
な
り
。
 
（

 
全
集
上
二
三
六
頁
）

と
言
っ
て
、
写
実
的
叙
景
の
中
に
情
緒
の
に
じ
み
出
て
い
る
事
を
推
賞
し
て
い

る
。
源
公
忠
の
『
行
き
や
ら
で
山
路
く
ら
し
つ
時
鳥
ム
ニ
声
の
き
か
ま
ほ
し
さ

に
』
の
歌
の
批
評
に
は
、

 
た
く
み
に
言
ひ
立
て
ん
と
し
た
る
歌
の
さ
ま
に
は
あ
ら
て
、
ほ
と
㌧
き
す
に

 
執
ね
き
こ
と
是
よ
り
上
は
有
ま
し
く
や
。
 
（
全
集
上
二
四
〇
頁
）

と
言
っ
て
、
技
巧
的
趣
向
を
凝
ら
さ
な
い
で
、
強
い
感
動
を
与
え
る
作
風
を
推

賞
し
て
い
る
。
坂
上
是
則
の
『
み
よ
し
の
の
山
の
白
雪
つ
も
る
ら
し
ふ
る
さ
と

寒
く
な
り
ま
さ
る
な
り
」
の
歌
に
つ
い
て
は
、

 
古
葉
さ
む
く
と
よ
め
る
詞
何
と
な
く
旧
都
の
あ
は
れ
を
ふ
く
み
て
感
情
ふ
か

 
き
う
た
也
。
聞
え
た
る
ま
㌧
な
り
と
て
浅
く
思
う
へ
か
ら
す
（
全
集
上
二
四

 
五
頁
）

平
淡
な
る
叙
景
の
中
に
深
い
情
趣
の
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
『
百
人
一
首
三
極
抄
』
に
見
え
る
例
証
を
挙
げ
れ
ば
、
赤
人
の
『
田
子
の

浦
に
打
出
て
見
れ
ば
」
の
歌
に
対
し
て
、

 
有
の
ま
㌧
に
詠
し
た
れ
と
も
、
其
所
の
景
気
も
と
よ
り
す
く
れ
た
れ
は
、
歌

 
も
奇
異
に
き
こ
ゆ
る
も
の
也
。
所
の
さ
ま
を
い
ふ
時
は
み
え
た
る
ま
㌧
に
い

 
ひ
の
ふ
る
こ
と
、
か
ら
の
歌
に
お
ほ
く
か
く
の
こ
と
し
。
 
（
全
集
上
二
五
六

 
頁
）

こ
㌧
で
も
亦
あ
り
の
ま
㌧
に
直
叙
し
た
叙
景
歌
を
椎
賞
し
て
い
る
。
以
上
の
例

に
よ
っ
て
知
ら
る
㌧
如
く
、
長
流
は
技
巧
的
趣
向
の
な
い
客
観
的
描
写
の
叙
景

歌
の
中
に
深
い
情
趣
が
こ
も
っ
て
い
る
と
し
て
、
写
実
的
歌
風
を
推
賞
し
て
い

る
。
之
は
言
う
ま
で
も
な
く
万
葉
歌
風
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
万
葉
集
管
見

や
万
葉
集
紗
に
於
て
は
、
注
解
を
主
と
し
て
、
歌
風
の
評
価
は
殆
ど
記
し
て
い

な
い
の
で
、
万
葉
の
歌
風
に
対
す
る
具
体
的
見
解
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が

前
に
も
述
べ
た
様
に
、
実
朝
を
万
葉
の
古
意
を
得
た
歌
人
と
し
て
推
賞
し
、
万

葉
集
を
作
歌
の
模
範
と
す
べ
し
と
言
っ
て
い
る
事
と
併
せ
考
え
る
と
、
長
流
は

や
は
り
万
葉
歌
風
の
文
芸
的
評
価
に
つ
い
て
、
正
し
い
理
解
を
持
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
第
二
に
注
目
さ
れ
る
事
は
、
歌
の
詞
の
技
巧
や
着
想
の
趣
向
を
推
賞
し
て
い
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る
こ
と
で
あ
る
。
歌
仙
抄
に
曾
て
、
人
災
の
『
ほ
の
み
＼
と
あ
か
し
の
浦
の
朝

霧
に
島
が
く
れ
ゆ
く
舟
を
し
そ
思
ふ
』
歌
に
対
し
て
、

 
ほ
の
く
と
は
夜
の
ほ
の
か
に
明
は
な
る
㌧
心
を
賢
所
の
名
に
い
ひ
か
け
て

 
さ
て
朝
き
り
と
つ
㌧
け
、
島
か
く
れ
行
と
う
け
た
る
詞
つ
か
ひ
、
ま
こ
と
に

 
凡
慮
の
及
ふ
へ
き
所
に
あ
ら
さ
る
鰍
。
 
（
全
集
上
二
三
一
頁
）

と
言
っ
て
懸
詞
を
推
賞
し
て
い
る
。
紀
貫
之
の
「
桜
ち
る
木
の
下
風
は
寒
か
ら

で
空
に
し
ら
れ
ぬ
雪
そ
降
り
け
る
」
の
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
知
巧
的
趣
向
に

対
し
て
、

 
ま
こ
と
に
有
か
た
き
手
軽
の
歌
也
。
 
（
全
集
上
二
三
二
頁
）

と
言
っ
て
推
賞
し
て
い
る
。
斎
宮
女
御
の
『
琴
の
音
に
嶺
の
松
風
か
よ
ふ
ら
し

い
つ
れ
の
を
よ
り
し
ら
べ
そ
め
け
ん
』
の
歌
に
つ
い
て
は
、

 
其
心
お
も
し
ろ
く
し
て
や
さ
し
き
歌
の
風
躰
な
り
と
し
古
来
不
美
し
け
る
歌

 
也
（
全
集
上
二
四
一
頁
）

と
言
っ
て
技
巧
的
趣
向
に
対
し
て
、
そ
の
心
お
も
し
ろ
し
と
推
賞
し
て
い
る
。

『
百
人
一
首
三
二
抄
』
を
見
れ
ば
、
源
経
信
の
『
夕
さ
れ
ば
門
田
の
い
な
ば
お

と
つ
れ
て
」
の
歌
に
つ
い
て
、

 
心
な
き
風
に
心
を
あ
ら
せ
て
よ
め
る
感
情
お
も
し
ろ
き
歌
也
。
 
（
全
集
上
二

 
九
六
頁
）

と
言
っ
て
擬
人
法
の
技
巧
を
感
情
お
も
し
ろ
き
歌
と
惟
賞
し
て
い
る
。
以
上
の

例
に
よ
っ
て
彼
が
知
巧
的
歌
風
に
対
し
て
、
そ
の
技
巧
的
表
現
や
着
想
を
高
く

評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
事
実
は
前
に
も
述
べ
た
様
に
、
彼
が
三

代
集
あ
た
り
の
歌
を
詠
歌
の
模
範
と
し
て
挙
げ
て
い
る
事
と
照
応
す
る
も
の
で

あ
る
。

 
長
流
は
作
歌
の
目
標
と
し
て
、
万
葉
集
を
挙
げ
る
と
共
に
、
三
代
集
を
も
挙

げ
、
更
に
好
忠
、
俊
頼
、
為
兼
等
を
も
挙
げ
て
い
る
。
歌
風
の
異
な
る
も
の
、

特
に
相
反
す
る
も
の
を
同
時
に
是
認
す
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
様
で
あ
る
が
、
実

は
そ
う
断
定
す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
古
典
を
学
問
と
し
て
研
究
す
る
場

合
に
も
、
又
文
芸
と
し
て
評
価
す
る
場
合
に
も
、
之
を
客
観
的
態
度
で
評
価
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
み
＼
に
長
所
も
あ
れ
ば
欠
点
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
各
々
の

右
典
に
そ
れ
み
＼
独
自
の
時
代
的
存
在
価
値
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
己
の
文

芸
的
立
場
の
み
を
主
張
す
る
た
め
に
、
自
己
の
見
解
を
規
準
と
し
て
論
ず
る
場

合
の
主
観
的
評
価
な
ら
ば
、
相
反
す
る
作
風
を
同
時
に
推
賞
す
る
と
い
う
こ
と

は
自
家
撞
着
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
長
流
の
場
合
は
学
者
的
客
観
的
立
場
に
立
っ

て
、
広
く
古
典
を
あ
る
が
ま
、
の
姿
に
於
て
評
価
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
長
流
の
学
者
的
本
領
が
見
ら
れ
る
と
思

う
の
で
あ
る
。

 
次
に
長
流
の
和
歌
の
作
品
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
長
流
の
和
歌
は
延

宝
九
年
（
天
和
元
年
）
五
月
二
十
日
半
出
来
た
 
『
長
流
和
歌
延
宝
集
』
 
が
あ

る
。
之
は
自
撰
歌
集
で
『
長
沼
歌
選
』
 
『
契
沖
和
歌
延
宝
集
」
と
共
に
、
三
家

和
歌
集
と
称
し
て
三
巻
本
と
し
て
伝
っ
た
も
の
で
、
自
撰
晩
花
集
と
も
言
わ
れ

る
。
今
一
つ
は
長
流
が
残
し
た
貞
享
三
年
の
年
に
そ
の
黒
酒
成
立
し
た
も
の
で

『
晩
花
和
歌
集
」
上
下
二
巻
で
あ
る
。
之
ら
の
書
に
よ
っ
て
長
流
の
歌
の
歌
風

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

 
ま
ず
彼
の
作
品
の
特
色
と
し
て
第
一
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
用
語
や

着
想
が
、
自
然
清
新
で
払
わ
れ
る
所
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 
（
和
歌
の
引
例
は

文
字
、
仮
名
遣
を
わ
か
り
ゃ
す
く
改
め
る
こ
と
に
し
た
。
）

 
雪
を
わ
け
氷
を
く
だ
く
手
閣
を
の
み
摘
み
し
若
葉
は
籠
（
こ
）
に
も
た
ま
ら

 
ず

長
流
歌
学
の
時
代
性
 
-
下
河
辺
長
流
の
歌
学
お
よ
び
和
歌
の
近
世
的
意
義
に
つ
い
て
一
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梅
も
見
よ
桜
も
な
ら
へ
と
ば
か
り
に
ま
つ
散
り
そ
む
る
春
の
あ
は
雪

 
曇
り
日
の
目
に
こ
そ
見
え
ね
春
雨
の
降
る
か
朝
げ
の
風
の
露
け
さ

 
今
朝
消
え
し
垣
根
の
雪
の
た
ま
り
水
野
沢
に
似
た
る
若
葉
を
ぞ
摘
む

こ
の
害
わ
れ
な
い
ザ
ッ
ク
バ
ラ
ン
調
が
、
更
に
進
ん
で
階
諜
味
と
な
っ
た
も
の

も
多
い
。

 
河
上
に
洗
ふ
若
葉
の
籠
（
こ
）
を
あ
ら
み
洩
る
を
拾
ふ
ぞ
摘
む
に
ま
さ
れ
る

 
く
ら
ぶ
山
闇
を
た
よ
り
と
盗
み
出
て
風
の
も
て
行
の
夜
の
梅
が
香

 
旅
に
し
て
妻
恋
す
ら
し
片
岡
の
矩
も
か
れ
飯
の
ほ
ろ
㌧
と
そ
鳴
く

譜
諺
的
な
歌
は
意
識
的
に
好
ん
で
作
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
て
、
延
宝
集
に
は
古

今
集
に
倣
っ
て
・
物
名
歌
・
誹
象
潟
の
部
立
を
設
け
て
い
る
。
誹
答
歌
の
中
揺

ら
「
首
だ
け
例
を
あ
げ
る
。

 
 
 
 
を
み
な
へ
し
を
よ
め
る

 
女
郎
花
咲
き
ぬ
る
時
は
野
辺
ご
と
に
粟
の
飯
を
ぞ
虫
も
鳴
き
け
る

右
の
様
な
捉
わ
れ
な
い
表
現
、
ザ
ッ
ク
バ
ラ
ン
調
、
譜
話
方
と
い
う
作
風
は
、

木
下
長
囎
の
歌
風
に
於
て
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
か
ら
、
師
匠
の
歌
風
を
う
け
つ

い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
長
流
は
若
年
の
頃
、
慶
長
年
間
に
、
大
阪
に
於
て
西

山
宗
因
に
教
を
乞
う
て
い
る
の
で
、
談
林
風
の
影
響
を
も
う
け
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
長
点
子
も
宗
因
も
、
長
流
と
共
に
中
世
の
伝
統
的
文
化
乃
至
貴
族
的
文

芸
趣
味
に
対
し
て
、
反
擾
を
感
じ
た
点
で
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
堂
上
的
野

を
脱
い
で
、
因
襲
的
規
範
か
ら
離
れ
た
い
意
識
が
、
か
よ
う
な
作
風
と
な
っ
て

表
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

 
次
に
長
流
の
歌
に
は
三
代
集
あ
た
り
の
機
巧
的
趣
向
の
あ
る
歌
が
多
く
見
ら

れ
る
。

 
鶯
の
正
す
る
竹
は
折
ら
じ
と
て
う
す
く
や
か
～
る
春
の
淡
雪

 
起
き
出
で
ば
さ
わ
ぎ
や
す
る
と
鶯
の
声
ゆ
ゑ
い
と
ど
朝
寝
（
い
）
を
ぞ
す
る

 
梅
の
花
人
の
と
が
む
る
移
り
香
も
し
づ
枝
の
露
の
き
せ
し
濡
れ
衣

 
桜
色
に
衣
染
め
て
は
春
風
の
袖
吹
く
を
だ
に
厭
ひ
つ
る
か
な

 
花
も
根
に
か
へ
る
を
見
て
ぞ
木
の
も
と
に
我
も
家
路
を
思
ひ
出
で
け
り

之
ら
の
歌
に
は
万
葉
的
歌
風
は
見
ら
れ
な
い
し
、
又
新
古
今
調
の
齢
情
妖
艶
の

色
彩
も
な
い
。
や
は
り
三
代
集
あ
た
り
の
歌
風
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

 
又
長
流
に
は
長
歌
の
作
が
あ
る
。
長
歌
は
久
し
く
作
る
者
が
な
か
っ
た
の
を

復
興
し
た
点
で
、
万
葉
風
を
興
し
た
と
見
ら
れ
な
い
事
は
な
い
が
、
そ
の
歌
風

は
万
葉
の
長
歌
よ
り
も
、
む
し
ろ
古
今
集
の
長
歌
の
作
風
に
近
い
。
彼
は
万
葉

集
を
重
ん
じ
た
が
、
作
歌
の
模
範
と
し
て
は
三
代
集
あ
た
り
を
目
標
と
し
て
い

た
事
は
、
そ
の
歌
論
に
於
て
も
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
か
ら
、
古
今
集
の
知
巧
的

な
歌
が
あ
る
の
も
自
然
の
事
で
あ
ろ
う
が
、
之
は
ま
た
、
当
時
の
歌
壇
の
風
潮

か
ら
飛
躍
的
に
脱
け
出
る
程
の
事
は
出
来
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
作
風
も
亦
、
木
下
長
嘲
に
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
影
響

を
受
け
た
事
も
考
え
ら
れ
る
。

 
尚
、
延
宝
集
に
は
『
為
兼
の
躰
に
な
ら
ふ
歌
』
と
詞
書
し
た
歌
が
一
首
宛
三

回
に
わ
た
っ
て
出
し
て
あ
る
。

 
遠
き
列
は
た
だ
ひ
と
す
ぢ
に
見
え
し
雁
の
近
づ
く
空
に
数
ぞ
分
か
る
㌧
（
秋

 
歌
）

 
行
く
年
を
送
り
の
翅
雪
に
濡
れ
て
寒
き
鳥
の
夕
暮
の
声
（
冬
歌
）

 
い
か
に
ぞ
と
疑
ふ
日
ご
ろ
今
日
に
な
り
て
背
く
か
ぎ
り
の
暮
ぞ
短
き
（
恋
歌
）

京
極
為
兼
に
は
、
二
条
派
の
平
淡
優
雅
な
歌
風
に
反
卑
し
て
、
表
現
に
入
り
く

ん
だ
技
巧
を
凝
ら
し
た
歌
が
あ
る
。
之
は
時
流
に
泥
ま
な
い
斬
新
奇
抜
な
風
を

試
み
よ
う
と
す
る
意
識
的
態
度
か
ら
出
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
特
に
中
世
歌
壇
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の
主
流
を
な
し
て
い
た
二
条
派
の
平
淡
な
風
に
対
し
て
対
照
的
な
色
彩
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
曽
根
好
忠
、
源
俊
頼
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
右

の
長
流
の
歌
は
か
よ
う
な
傾
向
の
歌
風
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味

に
於
て
も
亦
、
平
安
朝
以
来
類
型
化
し
て
き
た
歌
壇
の
風
潮
に
反
航
す
る
反
主

流
的
革
新
的
意
識
の
歴
史
的
流
れ
が
、
長
流
へ
つ
な
が
っ
て
き
た
も
の
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四

 
長
流
は
寛
文
十
年
（
四
六
才
）
に
私
撰
歌
集
『
林
葉
累
塵
集
」
を
刊
行
し
、

延
宝
七
年
（
五
五
才
）
に
同
じ
内
容
の
『
薄
水
和
歌
集
」
を
刊
行
し
た
。
彼
は

大
阪
の
商
人
た
ち
に
和
歌
の
教
授
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
人
々
の
歌
お
よ
び

尊
敬
す
る
師
の
長
哺
子
や
親
交
を
結
ん
で
い
た
後
輩
の
商
圏
の
歌
を
主
と
し
て

集
め
た
歌
集
で
あ
る
が
、
有
位
の
貴
族
の
歌
は
一
切
之
を
載
せ
な
か
っ
た
。

林
葉
累
塵
集
の
序
文
に
、
 
（
文
字
、
仮
名
遣
、
原
文
の
ま
㌧
）

 
世
に
つ
か
さ
位
有
人
は
わ
か
と
も
か
ら
に
あ
ら
ね
は
、
そ
の
乾
く
の
歌
に

 
を
い
て
は
ま
れ
に
も
こ
れ
を
の
す
る
こ
と
な
し
。
た
＼
く
ら
み
な
き
も
の
～

 
ふ
の
八
十
氏
人
を
は
し
め
と
し
て
、
あ
る
は
市
に
に
な
ふ
商
人
あ
る
は
山
田

 
に
つ
く
る
農
夫
あ
る
は
木
の
下
冷
の
上
に
あ
り
か
さ
た
め
ぬ
桑
門
の
言
の
は

 
に
、
さ
る
へ
き
ひ
と
ふ
し
こ
も
れ
る
を
は
こ
れ
を
た
つ
ね
も
と
む
。
中
に
も

 
ち
か
く
を
し
ほ
の
山
の
幽
栖
に
し
て
身
ま
か
り
た
ま
へ
り
し
長
彌
子
の
こ
と

 
の
は
㌧
か
の
家
集
塞
白
面
よ
り
ふ
た
㌧
ひ
こ
れ
を
ぬ
き
い
た
し
て
こ
㌧
に
ま

 
し
ふ
る
こ
と
は
そ
の
た
く
ひ
な
き
金
玉
の
こ
ゑ
を
も
て
ま
き
く
の
ひ
＼
き

 
と
な
さ
む
た
め
な
り
。
 
（
全
集
下
六
二
頁
）

世
に
官
職
位
階
の
あ
る
堂
上
貴
族
は
我
々
の
仲
間
で
な
い
と
言
っ
て
、
庶
民
の

み
の
歌
集
を
撰
ん
だ
事
は
、
近
世
的
革
新
思
想
と
し
て
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

所
で
あ
る
。
近
世
文
化
の
特
色
は
、
庶
民
文
化
の
興
隆
と
い
う
点
に
あ
る
。
長

流
が
近
世
初
頭
に
於
て
、
い
ち
早
く
歌
壇
の
庶
民
化
を
堂
々
と
提
唱
し
た
こ
と

は
、
長
流
の
近
世
的
革
新
的
業
績
と
し
て
之
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。 

久
松
潜
一
先
生
は
契
沖
伝
お
よ
び
日
本
文
学
評
論
史
近
世
編
に
於
て
、
契
沖

と
長
囎
子
が
豊
臣
家
関
係
の
浪
人
で
あ
り
、
茂
睡
、
三
之
、
長
流
も
浪
人
で
あ

っ
た
か
ら
、
近
世
和
歌
の
革
新
は
浪
入
隠
士
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
述
べ

て
居
ら
れ
る
事
は
、
ま
こ
と
に
卓
見
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
森
銑
三
氏
の
『
新

資
料
に
よ
る
下
河
辺
長
流
の
研
究
」
に
よ
れ
ば
、
長
流
の
父
小
崎
氏
は
片
桐
且

元
の
一
族
で
大
和
そ
の
他
に
所
領
の
あ
っ
た
片
桐
氏
に
仕
え
た
が
、
長
流
自
身

も
若
年
の
頃
片
桐
又
七
に
仕
え
た
こ
と
が
あ
る
由
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
長
流

も
亦
、
長
彌
子
、
契
沖
と
同
じ
く
豊
臣
家
関
係
の
武
士
の
出
で
あ
る
。
こ
の
他

に
長
流
が
師
事
し
た
西
山
宗
因
も
亦
肥
後
の
加
藤
忠
広
（
清
正
の
子
）
の
陪
臣

で
あ
っ
た
が
、
寛
永
九
年
に
忠
広
が
改
易
に
な
っ
た
の
で
、
流
浪
の
身
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
猫
介
の
性
と
言
わ
れ
た
長
流
が
尊
敬
し
て
師
事
し
た
人
々
も

親
交
を
結
ん
だ
後
輩
も
、
皆
例
外
な
し
に
豊
臣
家
関
係
の
浪
人
ば
か
り
で
あ

る
。
安
藤
為
章
が
北
山
紀
聞
に
、
 
（
文
化
元
年
刊
）
隠
士
長
流
と
標
題
を
つ
け

て
長
流
の
伝
を
書
Q
て
以
来
、
長
流
の
名
は
隠
士
長
流
と
し
て
通
っ
て
い
る
。

こ
の
隠
士
の
群
を
、
近
世
初
頭
に
お
け
る
社
会
集
団
と
し
て
の
隠
士
集
団
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
隠
士
集
団
の
意
識
は
、
中
世
の
西
行
、

長
明
、
兼
好
等
を
以
て
代
表
さ
れ
る
隠
者
文
学
の
思
想
と
は
、
そ
の
本
質
に
於

て
異
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
中
世
隠
者
に
共
通
す
る
も
の

長
流
歌
学
の
時
代
性
 
一
下
河
辺
長
流
の
歌
学
お
よ
び
和
歌
の
近
世
的
意
義
に
つ
い
て
一
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は
、
世
を
避
け
て
自
ら
を
高
う
す
る
老
公
思
想
と
無
常
思
想
や
文
人
趣
味
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
反
し
て
近
世
の
隠
士
集
団
は
、
時
代
の
政
治
的
経
済
的
変
動
の

あ
ふ
り
を
食
っ
て
拗
り
出
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
長
流
は
二
〇
才

代
の
若
年
の
頃
か
ら
四
〇
才
代
ま
で
、
少
く
と
も
三
回
は
江
戸
に
往
復
し
て
い

る
が
、
之
は
生
計
上
の
都
合
で
奔
走
し
て
、
遂
に
意
を
得
な
か
っ
た
も
の
㌧
様

で
あ
る
。
京
都
の
公
家
に
奉
公
し
た
の
も
、
単
に
万
葉
の
抄
本
を
見
た
い
だ
け

の
こ
と
で
は
な
く
、
生
活
上
の
関
係
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
青
侍
の

身
分
で
、
決
し
て
名
誉
な
身
分
で
も
な
け
れ
ば
、
余
裕
あ
る
生
活
で
も
な
か
っ

た
こ
と
㌧
思
わ
れ
る
。
後
隠
士
と
な
っ
て
大
阪
に
住
み
、
新
興
階
級
の
町
人
相

手
に
学
問
や
和
歌
に
専
心
し
た
が
、
猜
介
の
性
に
加
え
て
、
時
代
の
変
動
の
圧

力
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
不
遇
の
身
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
契
沖
も

亦
肥
後
の
加
藤
家
の
遺
臣
一
族
で
、
父
も
兄
弟
も
す
べ
て
不
遇
の
身
分
で
あ
っ

た
。
兄
の
如
水
の
如
き
も
、
晩
年
に
は
契
沖
の
も
と
に
寄
食
し
て
、
契
沖
の
著

作
の
浄
書
を
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
総
て
生
活
の
辛
酸
を
な
め

、
た
不
遇
の
人
々
の
群
で
あ
っ
た
。
隠
士
集
団
の
中
で
、
武
に
秀
で
た
者
は
徒
党

を
組
ん
で
天
下
騒
乱
の
企
を
起
こ
す
者
も
あ
っ
た
し
、
文
に
秀
で
た
者
は
庶
民

を
相
手
に
糊
口
を
凌
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
よ
う
な
社
会
的
環
境
か
ら
、

時
代
の
主
流
的
文
化
と
貴
族
的
文
化
に
対
す
る
反
擬
的
意
識
が
芽
生
え
て
文
学

革
新
の
い
と
ぐ
ち
と
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

 
長
流
の
万
葉
集
研
究
と
そ
の
自
由
な
批
判
的
研
究
方
法
、
和
歌
の
庶
民
化
、

作
歌
の
自
由
な
捉
わ
れ
な
い
作
風
な
ど
の
業
績
は
、
前
述
し
た
様
な
曽
根
好
忠

以
来
流
れ
て
き
た
革
新
的
意
識
の
系
列
と
、
当
時
代
の
隠
士
集
団
の
社
会
意
識

と
が
合
流
し
て
、
近
世
初
頭
に
於
て
伝
統
文
化
に
対
す
る
批
判
的
意
識
と
な

り
、
文
化
の
根
源
に
湖
っ
て
考
え
直
そ
う
と
す
る
復
古
思
想
お
よ
び
、
因
襲
的

権
威
を
排
し
て
、
新
興
の
庶
民
集
団
の
文
化
を
養
そ
う
と
す
る
意
識
が
基
底
と

な
っ
て
発
現
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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