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前
号
に
お
い
て
田
安
宗
武
の
歌
論
お
よ
び
古
文
学
評
論
に
つ
い
て
考
察
し
た

の
で
、
そ
れ
に
続
け
て
、
こ
㌧
で
は
ま
ず
、
国
歌
八
論
に
関
す
る
荷
田
在
満
と

田
安
宗
武
お
よ
び
賀
茂
真
渕
と
の
間
に
お
け
る
論
争
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
、

三
者
三
様
の
歌
論
に
関
す
る
理
念
の
本
質
的
異
同
に
つ
い
て
考
察
し
、
次
に
宗

武
の
短
歌
の
実
作
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
と
思

．
つ
。

 
従
来
宗
武
の
歌
論
は
人
生
主
義
ま
た
は
功
利
的
文
芸
観
で
、
在
満
の
歌
論
は

芸
術
主
義
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
宗
武
が
利
用
価
値
に
よ
っ
て
和
歌
の
価

値
を
認
め
よ
う
と
し
た
点
に
つ
い
て
、
宗
武
歌
論
が
功
利
的
文
芸
論
と
い
う
類

型
に
入
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
併
し
在
満
の
歌
論
を
芸
術
至
上
主
義
と
断

定
す
る
こ
と
に
は
、
少
し
考
慮
の
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
在
満
は
国
歌
八
二

の
翫
歌
論
に
お
い
て
、

 
歌
の
も
の
た
る
文
芸
の
類
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
も
と
よ
り
天
下
の
政
務
に
益
な

 
く
、
ま
た
日
用
常
行
に
貫
く
る
所
な
し
（
中
略
）
さ
れ
ば
歌
は
貴
ぶ
べ
き
も

 
の
に
あ
ら
ず
。
た
ゴ
そ
の
風
姿
幽
艶
に
し
て
意
味
深
長
に
連
続
機
巧
に
し

 
て
、
風
景
見
る
が
如
く
な
る
歌
を
見
て
は
、
わ
れ
も
及
ば
ん
こ
と
を
欲
し
、

 
一
首
も
意
に
か
な
ふ
ば
か
り
詠
み
出
し
ぬ
れ
ば
、
楽
し
か
ら
ざ
る
に
あ
ら

 
ず
。
讐
へ
ば
画
者
の
画
き
得
た
る
、
若
者
の
棋
に
勝
ち
得
た
る
に
同
じ
。

 
（
註
一
）

和
歌
は
政
務
に
も
人
生
処
生
に
も
益
が
な
い
か
ら
、
．
貴
ぶ
べ
き
で
は
な
い
。
画

や
将
棋
と
同
じ
様
に
楽
し
み
の
た
め
に
す
る
も
の
だ
。
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
和
歌
を
画
と
共
に
、
・
自
分
の
楽
し
み
の
た
め
に
す
る
と
考
え
た
点
に
お
い

て
、
芸
術
の
独
自
性
を
認
め
た
の
で
あ
っ
て
、
芸
術
至
上
主
義
と
言
え
ば
言
え

な
い
こ
と
は
な
い
。
併
し
囲
碁
将
棋
と
同
じ
様
に
消
閑
の
具
で
あ
っ
て
、
人
生

に
役
に
立
た
な
い
か
ら
、
 
『
貴
ぶ
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
』
と
言
う
考
え
方

は
、
人
生
に
役
に
立
つ
も
の
な
ら
価
値
が
あ
る
が
、
人
生
に
益
が
な
い
も
の
は

無
価
値
だ
と
言
う
理
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
．
換
言
す
れ
ば
和
歌
を
絵
と
共

に
、
人
生
に
対
す
る
利
用
価
値
か
ら
は
分
離
さ
せ
た
け
れ
ど
も
、
芸
術
そ
の
も

の
㌧
独
自
の
価
値
を
高
く
評
価
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

 
裏
が
え
し
て
考
え
れ
ば
、
・
和
歌
が
人
生
に
役
に
立
つ
な
ら
ば
、
貴
ぶ
べ
き
も
、

の
だ
と
言
う
考
え
方
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
念
は
や
は
り
、
文
芸
の
価
値

を
そ
の
利
用
価
値
に
よ
っ
て
評
価
し
ょ
う
と
す
る
様
式
の
文
芸
論
に
属
す
る
と
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言
っ
て
差
支
な
い
で
は
な
い
か
。
在
満
は
中
世
以
来
、
和
歌
を
仏
教
な
ど
に
隷

属
さ
せ
て
考
え
て
来
た
一
群
の
伝
襲
的
文
芸
論
か
ら
脱
却
し
て
、
独
立
的
存
在

と
し
た
点
に
於
て
、
進
歩
的
近
世
的
創
見
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
芸
術
の
絶
対
価

値
を
確
認
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に

於
て
、
宗
武
と
盲
窓
の
歌
論
は
氷
炭
相
容
れ
な
い
も
の
㌧
如
く
で
あ
っ
た
に
拘

ら
ず
、
一
脈
相
通
ず
る
点
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
こ
の
問
題
に
関
し
て
賀
茂
真
渕
は
、
再
奉
答
金
吾
愚
書
に
こ
う
記
し
て
い

る
。

 
宋
儒
に
至
り
専
ら
理
を
も
っ
て
こ
れ
を
説
き
、
ひ
と
へ
に
勧
善
懲
悪
の
た
め

 
と
す
。
凡
そ
理
は
天
下
の
通
理
な
が
ら
、
は
た
理
の
み
に
て
天
下
の
治
る
に

 
は
あ
ら
ず
。
詩
は
入
の
ま
こ
と
を
の
べ
出
す
に
、
そ
の
思
ふ
如
く
の
実
情
み

 
な
理
あ
ら
ん
や
。
た
ゴ
理
は
理
に
し
て
こ
れ
が
上
に
堪
へ
が
た
き
思
ひ
を
言

 
ふ
を
和
の
語
に
、
わ
り
な
き
ね
が
ひ
と
言
ふ
。
た
と
へ
ば
花
を
強
ひ
て
待
ち

 
月
を
い
た
く
惜
む
が
如
く
、
は
か
な
き
事
す
ら
時
に
ふ
れ
て
は
然
る
こ
と
侍

 
り
。
ま
し
て
身
の
存
亡
に
か
㌧
ら
ん
事
を
や
。
浸
の
わ
り
な
き
心
を
も
た
ゴ

 
に
言
は
ゴ
た
れ
か
皆
哀
と
せ
ん
。
詞
や
さ
し
く
声
あ
は
れ
に
歌
は
ん
な
ん
理

 
の
外
に
て
人
情
の
感
ず
る
も
の
な
り
。
 
（
註
2
）

真
渕
は
わ
り
な
き
心
、
堪
え
が
た
き
思
を
表
出
す
る
の
が
和
歌
で
あ
る
と
称
し

そ
、
拝
情
詩
と
し
て
の
和
歌
の
本
質
を
認
め
て
い
る
。
人
生
の
た
め
政
教
の
た

め
に
制
作
す
る
の
で
は
な
い
。
人
の
情
感
の
自
然
の
表
現
と
し
て
詠
作
す
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
結
果
的
に
は
受
容
者
に
対
し
て
感
動
を
与
え
る
。
延
い
て

は
人
生
に
益
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
言
う
真
渕
の
理
念
は
、
宗
武
盛
期
よ
り
も

更
に
一
歩
進
ん
で
、
文
芸
の
本
質
を
理
解
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

二

 
次
に
宗
武
の
短
歌
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
特
質
を
検
討
し
て
、
歌
論
と
の
関

係
そ
の
他
の
問
題
に
関
し
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
彼
の
短
歌
作
品
は

萬
葉
風
の
も
の
が
主
で
あ
る
が
、
そ
の
作
風
に
到
達
す
る
前
の
若
年
の
頃
の
作

品
は
、
堂
上
風
の
和
歌
で
あ
る
。
大
き
く
分
け
れ
ば
こ
の
二
種
類
の
歌
風
に
分

類
さ
れ
る
が
、
更
に
之
を
次
の
六
種
の
様
式
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
。
そ
れ
は
、
堂
上
的
歌
風
の
歌
、
道
義
的
素
材
を
取
扱
っ
た
も
の
、
実
情
実

感
の
写
実
的
作
品
、
雄
健
古
雅
な
短
歌
、
童
心
的
驚
異
の
情
の
表
れ
た
歌
、
素

入
歌
人
ら
し
い
無
造
作
な
素
直
な
作
風
。
お
よ
そ
こ
の
様
な
六
種
の
様
式
に
分

頚
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
が
、
こ
の
分
類
法
は
、
表
現
様
式
や
情
趣
内
容

を
標
準
と
し
た
も
の
や
、
素
材
を
標
準
と
し
た
も
の
が
入
り
混
っ
て
い
て
、
標

準
が
一
定
し
な
い
き
ら
い
が
あ
る
し
、
ま
た
各
様
式
相
互
の
間
に
共
通
す
る
性

質
も
あ
っ
て
、
明
確
に
区
別
し
て
考
え
る
こ
ど
の
出
来
る
性
質
の
も
の
で
も
な

い
が
、
彼
の
歌
論
と
対
照
し
て
考
察
す
る
た
め
の
便
宜
上
、
一
応
こ
の
様
な
分

類
に
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
こ
㌧
で
は
な
る
べ
く
主
観
的
評
価
に
傾
か
な
い
様

に
留
意
し
て
、
先
学
諸
家
の
一
般
的
評
論
に
近
づ
く
様
に
努
め
て
分
類
し
て
み

よ
う
と
思
う
。

（1）

 
言
う
ま
で
も
な
く
宗
武
が
史
上
有
数
の
歌
人
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の

は
、
万
葉
調
歌
人
と
し
て
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
作
品
が
全
部
万
葉
調
で
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
若
い
頃
の
も
の
は
皆
類
型
的
堂
上
風
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
種
の
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
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山
里
は
ま
だ
消
え
や
ら
ぬ
雪
の
う
ち
に
鶯
の
み
ぞ
春
を
知
ら
す
る

 
ま
せ
垣
に
咲
き
か
～
り
た
る
白
菊
は
よ
そ
に
積
も
ら
ぬ
雪
か
と
そ
見
る

 
う
す
く
こ
く
色
づ
く
庭
の
も
み
ち
葉
は
時
雨
も
こ
と
に
心
あ
る
ら
し

天
降
言
の
巻
頭
の
歌
で
あ
る
が
、
何
れ
も
類
型
的
堂
上
風
で
あ
る
。
天
降
言
の

初
め
に
あ
る
享
保
か
ら
寛
延
ま
で
の
歌
と
註
記
し
て
あ
る
歌
群
は
、
ほ
と
ん
ど

皆
当
時
の
堂
上
風
の
類
型
的
歌
で
あ
る
。
 
（
註
3
）

 
宗
武
が
堂
上
歌
人
の
近
衛
家
久
の
添
削
を
受
け
て
い
た
頃
の
歌
で
あ
っ
て
、

歌
体
約
言
の
序
に
『
臣
幼
よ
り
こ
の
道
を
好
む
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
か
み
猶
後

の
す
が
た
を
好
み
て
亡
国
の
風
を
ま
ぬ
か
れ
ず
』
と
自
ら
称
し
て
い
る
時
代
の

作
品
で
あ
る
か
ら
、
彼
自
身
と
し
て
は
不
本
意
の
作
品
で
あ
ろ
う
。
妻
の
父
の

家
久
に
何
時
頃
ま
で
指
導
を
受
け
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
土
岐
善
麿
氏
は
十
七

才
頃
ま
で
と
言
っ
て
居
ら
れ
る
が
、
宗
武
が
家
倉
の
娘
と
結
婚
し
た
の
は
、
享

保
二
十
年
、
一
．
〕
十
一
才
の
時
で
あ
っ
て
、
家
久
が
麗
勒
し
た
の
は
元
文
二
年
、

宗
武
二
十
三
才
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
年
頃
ま
で
家
久
と
歌
の
上
で
交
渉
が
あ
っ

た
も
の
と
考
え
た
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
宗
武
の
若
年
の
頃
の
歌
が
、
家
久
の

影
響
の
み
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
た
と
単
純
に
き
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
が
、
こ
の
頃
か
ら
家
久
に
よ
る
堂
上
風
の
影
響
か
ら
脱
却
し
て
、
廿
八
、
九

才
の
頃
に
は
彼
の
所
謂
『
古
の
風
の
ま
こ
と
あ
る
を
知
り
て
亡
国
の
風
を
捨
て

～
こ
れ
に
心
ざ
し
」
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
書
も
読
ま
で
遊
び
わ
た
る
は
網
の
中
に
集
ま
る
魚
の
楽
し
む
が
ご
と

 
天
よ
り
も
う
け
し
た
ま
も
の
い
た
づ
ら
に
知
ら
ず
て
す
ぐ
る
人
の
は
か
な
さ

 
千
鳥
す
ら
友
よ
び
か
は
し
遊
ぶ
な
り
な
ど
て
や
人
の
ひ
と
り
楽
し
む

 
枯
れ
わ
た
る
秋
を
萌
え
出
つ
る
春
に
し
も
た
く
う
ぶ
る
だ
に
愚
か
な
り
け
り

宗
武
は
そ
の
歌
論
に
お
い
て
、
歌
は
政
治
道
徳
に
一
致
す
べ
き
だ
と
論
じ
て
い

る
が
、
彼
の
実
作
に
於
て
も
、
右
の
様
に
道
徳
的
理
念
を
素
材
に
し
た
歌
や
、

教
訓
的
和
歌
が
若
干
見
う
け
ら
れ
る
。

 
宗
武
が
歌
は
理
を
尊
ぶ
と
言
い
、
歌
と
政
教
と
一
致
す
る
と
考
え
た
の
は
、

前
号
で
述
べ
た
様
に
、
天
地
自
然
の
正
常
な
道
理
、
山
川
草
木
の
自
然
な
た
、

ず
ま
い
の
形
象
化
さ
れ
た
歌
が
、
理
に
か
な
い
政
教
に
効
用
が
あ
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
叙
景
で
も
叙
事
で
も
拝
情
で
も
、
自
然
の
こ
と
わ
り
に
従
う
べ
き

だ
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
道
義
的
理
論
を
素
材
と
し
て
取
扱
う
と
い

う
意
味
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
の
作
品
に
道
義
的
歌
が
そ
う
多
数
を
占
め

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
右
に
あ
げ
た
様
な
若
干
の
道
義
歌
も
、
彼
の
儒
学

的
教
養
と
将
軍
家
一
族
と
い
う
立
場
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ

っ．

ﾄ
、
勧
善
懲
悪
の
歌
で
な
け
れ
ば
真
の
歌
で
な
い
と
い
う
意
識
か
ら
制
作
し

た
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
か
よ
う
な
教
訓
的
道
理
を
素
材
に
し
た
歌

が
、
観
念
的
理
窟
の
歌
に
堕
す
る
こ
と
か
ら
免
れ
て
い
る
の
は
、
純
真
で
素
直

な
稟
性
と
万
葉
集
や
実
朝
の
純
朴
な
風
を
体
得
し
て
い
た
為
め
で
あ
ろ
う
。
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ω
、

学
ば
で
も
あ
る
べ
く
あ
ら
ば
生
れ
な
が
ら
聖
に
て
ま
せ
ど
そ
れ
猶
し
学
ぶ

人
の
道
を
我
家
の
な
り
と
し
な
が
ら
も
学
ぶ
心
の
怠
り
ぞ
す
る

も
の
も
な
さ
で
世
に
ふ
る
人
は
へ
ら
鷺
の
む
な
い
ざ
り
す
に
猶
お
と
り
け
り

（3）

み
吉
野
の
と
つ
宮
ど
こ
ろ
と
め
く
れ
ば
そ
こ
と
も
知
ら
に
薄
生
ひ
に
け
り

み
冬
野
の
枯
生
の
ま
㌧
の
浅
茅
原
そ
ぼ
ふ
る
雨
に
萌
え
い
で
に
け
り

稲
荷
山
祭
ち
か
み
か
我
が
宿
の
か
き
ほ
の
う
つ
ぎ
花
咲
き
に
け
り

田
安
宗
武
考
（
そ
の
二
）
一
短
歌
作
品
を
中
心
と
し
て
ー



、

 
難
波
江
の
ほ
り
江
の
芦
の
霜
枯
れ
て
汀
あ
ら
は
に
浪
の
よ
る
み
ゆ
．

宝
暦
年
間
に
宗
武
が
堀
河
初
度
百
首
の
題
を
用
い
て
作
っ
た
題
詠
の
歌
（
註

4
）
か
ら
、
数
首
を
抜
い
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
万
葉
に
心
を
寄
せ
て
か
ら
の

歌
は
、
か
く
の
如
く
に
題
詠
の
歌
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
す
べ
て
写
実
的
実
感

の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
若
年
の
頃
の
歌
が
ほ
と
ん
ど
題
詠
的
類
型
の
歌
ば
か
り

で
あ
っ
た
の
と
比
較
す
れ
ば
、
晩
年
の
歌
風
が
萬
葉
風
を
体
得
し
て
い
た
乙
と

が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。

（4）

 
真
帆
ひ
き
て
よ
せ
く
る
舟
、
に
月
照
れ
り
楽
し
く
そ
あ
ら
む
そ
の
舟
人
は

 
も
の
の
ふ
の
か
ぶ
と
に
立
て
る
鍬
形
の
な
が
め
か
し
は
㌧
見
れ
ど
あ
か
ず
け

 
り

 
ふ
る
雪
に
き
ほ
ひ
狩
す
る
狩
人
の
熊
の
む
か
ば
き
真
白
に
な
り
ぬ

 
洲
崎
辺
に
漕
ぎ
出
て
見
れ
ば
安
房
の
山
の
雲
居
な
し
つ
～
は
る
け
く
見
ゆ
も

 
信
濃
な
る
大
野
の
御
牧
春
さ
れ
ば
小
草
も
ゆ
ら
し
駒
勇
む
な
り

 
あ
し
び
き
の
い
は
ま
を
し
ぬ
ぎ
行
く
水
の
落
ち
た
ぎ
り
ゆ
く
風
の
す
ゴ
し
さ

 
楯
並
め
て
と
よ
み
あ
ひ
に
し
も
の
㌧
ふ
の
小
手
指
原
は
今
は
さ
び
し
も

 
青
雲
の
白
幡
の
津
は
見
ざ
れ
ど
も
今
脊
の
月
に
思
ほ
ゆ
る
か
も

万
葉
歌
風
に
通
う
壮
大
雄
健
な
作
風
で
あ
る
。
武
家
で
あ
っ
た
宗
武
に
と
っ
て

は
、
こ
の
種
の
作
品
に
秀
歌
が
多
い
こ
と
は
自
然
の
事
で
あ
ろ
う
。
之
は
万
葉

集
歌
人
と
も
又
源
実
朝
と
も
相
通
い
合
う
歌
風
で
あ
る
。
特
に
実
朝
と
宗
武
は

武
家
で
あ
る
点
や
、
天
下
の
政
治
の
枢
要
な
地
位
に
は
あ
る
が
直
接
に
政
務
に

幽
携
ら
な
か
っ
た
点
、
お
よ
び
文
芸
的
素
質
が
豊
か
で
あ
っ
た
事
な
ど
、
よ
く
似
-

た
環
境
素
質
を
備
え
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
宗
武
は
実
朝
旦
崇
敬
b
て

学
ぶ
所
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
宗
武
の
歌
は
、
万

葉
集
の
形
式
的
模
倣
で
な
く
、
適
確
な
観
照
、
清
純
に
し
て
雄
健
な
情
趣
、
直

蔵
的
表
現
等
の
点
に
お
い
て
、
万
葉
歌
人
の
本
質
に
相
通
ず
る
も
の
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
，

（5）

 
武
蔵
野
を
人
は
広
し
と
ふ
我
は
た
ゴ
尾
花
分
け
す
ぐ
る
道
と
し
思
ひ
き

 
二
つ
な
き
富
士
の
高
ね
は
あ
や
し
か
も
甲
斐
に
も
あ
り
と
ふ
駿
河
に
も
あ
り

 
と
ふ

 
ふ
た
つ
よ
き
こ
と
は
な
き
か
も
紅
を
春
見
す
る
楓
秋
も
み
ち
せ
ぬ

 
荻
は
そ
も
い
か
な
る
気
よ
り
生
り
出
で
し
そ
よ
げ
る
音
の
悲
し
く
あ
る
は

 
書
ゆ
き
し
川
に
し
あ
れ
ど
夕
さ
れ
ば
静
け
く
ゆ
た
に
新
し
き
ご
と

子
供
ら
レ
い
純
真
な
心
、
・
た
く
ま
ぎ
る
素
朴
な
童
心
、
純
一
に
し
て
清
純
な
情

操
が
あ
る
た
め
に
、
普
通
の
人
が
何
で
も
な
く
見
す
ご
し
が
ち
な
身
辺
の
事
象

に
対
し
て
、
常
に
生
々
と
し
て
新
鮮
な
感
興
を
覚
え
、
そ
れ
が
素
直
な
表
現
と

な
っ
て
、
魅
力
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
武
の
歌
の
持
つ
著
し
い

特
色
で
あ
る
。
彼
の
稟
性
に
よ
る
．
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
高
貴
な
家
に
生
ま

れ
て
、
愛
育
さ
れ
な
が
ら
成
長
し
た
人
間
の
、
自
然
に
養
わ
れ
た
情
操
の
表
れ

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
㈲

我
や
妹
や
子
等
は
い
ま
し
に
あ
え
ぬ
べ
し
い
ま
し
は
猶
も
松
に
あ
え
て
よ

萩
咲
け
る
山
辺
の
石
は
心
あ
り
と
人
や
見
た
ら
む
か
り
に
お
き
し
を

か
く
来
て
は
珍
し
み
聞
け
ど
こ
の
波
の
よ
な
く
ひ
ゴ
く
あ
ま
の
伏
屋
は
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い
ぶ
か
し
な
や
～
春
立
ち
し
女
郎
花
咲
き
ぬ
と
思
ふ
は
菜
の
花
そ
こ
れ

 
ひ
む
が
し
の
山
の
も
み
ち
ば
夕
日
に
は
い
よ
く
赤
く
い
つ
く
し
き
か
も

 
古
こ
と
に
聞
き
し
の
み
に
て
い
ま
だ
見
ぬ
も
み
ち
の
錦
け
ふ
見
つ
る
か
も

こ
れ
ら
の
作
品
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
思
っ
だ
事
、
感
じ
た
こ
と
を
、
す

ぐ
そ
の
ま
㌧
気
楽
に
座
談
的
な
気
持
で
表
現
し
て
い
る
。
素
人
歌
人
ら
し
い
無

雑
作
な
率
直
な
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
に
あ
げ
た
純
真
な
童
心
の
歌
と
も
相

通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
専
門
歌
人
ら
し
い
彫
琢
の
あ
と
も
な
く
、
些
も
気
取
ら

な
い
表
現
は
、
歌
壇
の
空
気
に
永
年
浸
っ
て
い
る
専
門
歌
人
の
企
て
及
ば
な
い

も
の
で
あ
る
。
こ
㌧
に
宗
武
の
歌
の
清
新
さ
が
あ
る
。
当
時
の
歌
壇
に
流
行
し

て
い
た
類
型
的
な
歌
風
の
中
に
あ
っ
て
、
実
朝
以
来
初
め
て
新
鮮
な
作
品
を
示

し
た
の
で
あ
る
。
何
事
に
よ
ら
ず
そ
の
専
門
職
の
中
に
在
る
者
は
、
固
定
的
類

型
の
中
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
て
、
自
ら
も
そ
れ
を
意
識
し
な
い
で
過
ご
し
が
ち

な
も
の
で
あ
る
。
革
新
と
進
歩
と
は
望
外
に
あ
っ
て
、
広
い
視
野
で
客
観
し
得

る
立
場
に
在
る
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
宗
武
は
学
問
と
歌
道
に

熱
意
と
見
識
を
持
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
身
分
は
あ
く
ま
で
将
軍
家
ゾ
族
の
殿
様

で
あ
る
。
勝
れ
た
文
芸
的
素
質
を
持
ち
な
が
ら
、
素
人
的
立
場
で
名
作
に
従
事

し
た
事
が
、
彼
を
し
て
か
よ
う
な
清
新
な
作
品
を
残
さ
せ
た
基
盤
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

 
彼
が
素
人
歌
人
で
あ
っ
た
と
言
う
事
の
外
に
、
も
う
一
つ
留
意
す
べ
き
こ
と

は
、
・
彼
の
身
分
と
見
識
か
ら
来
た
自
信
の
念
で
あ
る
。
彼
が
社
会
的
に
優
位
の

立
場
に
あ
る
と
言
う
自
覚
は
、
す
べ
て
の
物
事
に
対
し
て
、
そ
の
権
威
を
恐
れ

な
い
で
、
大
所
高
所
か
ら
そ
れ
を
批
判
し
て
考
え
る
様
な
習
性
が
養
わ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
車
田
在
満
や
賀
茂
王
難
を
学
者
と
し
任
用
し
た
け
れ
ど
、
こ

れ
に
完
全
に
師
事
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
・
意
見
を
徴
し
て
そ
の
度
に
、

田
安
宗
武
考
く
そ
の
二
》
一
短
歌
作
品
を
中
心
と
し
て
一

自
己
の
見
識
を
以
て
批
判
を
加
え
て
い
る
。
自
己
の
信
ず
る
所
は
断
然
譲
る
こ

と
な
く
む
し
ろ
在
満
や
真
渕
を
指
導
す
る
様
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
事
は
、
彼

の
残
し
た
著
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
之
を
知
ち
事
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
古
人

の
学
者
文
人
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
徒
然
草
の
兼
好
の
説
を
批
評
し
た

二
等
に
よ
っ
て
も
よ
く
わ
か
る
。
か
よ
う
な
意
識
は
や
は
り
彼
の
環
境
か
ら
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
之
は
所
謂
高
慢
に
し
て
心
隔
な
殿
様
気
質
で
は
な
く

て
、
お
お
ど
か
で
純
真
に
し
て
こ
だ
わ
ら
ぬ
気
風
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

此
の
も
の
に
拘
束
さ
れ
な
い
生
活
感
情
が
、
万
葉
集
を
学
ん
で
も
、
そ
の
形
骸

に
沿
わ
れ
な
い
で
、
万
葉
歌
人
の
心
を
心
と
し
て
、
独
自
の
歌
風
を
形
成
し
た

原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

．
以
上
宗
武
の
短
歌
作
品
を
、
お
よ
そ
六
種
の
様
式
に
分
類
し
て
、
そ
の
特
質

を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
宗
武
の
歌
の
真
の
特
質
は
、
童
心
的
純
真
な
情
趣

と
無
雑
作
な
巧
ま
ざ
る
表
現
の
作
風
に
あ
る
の
で
あ
る
。
之
は
万
葉
集
の
歌
風

に
通
ず
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
又
彼
の
歌
論
に
お
け
る
、
『
理
」
の
理
念
、

即
ち
つ
ぐ
ろ
う
事
な
く
、
安
ら
か
に
す
ら
く
と
詠
み
出
だ
す
事
が
こ
と
わ
り

に
適
う
と
言
う
彼
の
歌
論
と
、
彼
の
実
作
と
が
撞
着
す
る
こ
と
な
く
相
一
致
し

て
い
る
ご
と
を
示
し
て
い
る
。
近
世
歌
人
の
歌
論
と
実
作
と
の
問
に
、
矛
盾
を

感
ず
る
も
の
が
多
い
申
に
あ
っ
て
、
宗
武
の
場
合
は
、
．
そ
の
様
な
乱
れ
が
見
ら

れ
な
い
事
は
、
彼
の
稟
性
と
環
境
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

三

 
上
述
し
た
様
に
真
の
意
味
の
万
葉
調
歌
人
と
し
て
は
、
源
実
朝
以
来
宗
武
が

最
初
の
一
人
で
あ
る
事
は
、
正
岡
子
規
が
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
近
世
に
入
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っ
て
契
沖
等
に
よ
っ
て
、
万
葉
集
の
学
問
的
研
究
は
発
展
し
た
が
、
実
作
の
和

歌
の
上
で
万
葉
歌
風
を
示
し
た
人
は
、
当
時
代
ま
で
に
寝
て
は
、
宗
武
以
外
に

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
宗
武
は
何
時
頃
か
ら
万
葉
風
に
転
じ
た
か
、

又
そ
の
契
機
は
何
か
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
～
で
検
討
し
て
見
た
い
と
思

ナ
つ
。

 
天
降
言
巻
頭
に
あ
る
若
年
の
頃
の
歌
は
堂
上
風
で
あ
る
が
、
巻
末
に
あ
る

『
佃
島
に
い
き
け
る
頃
」
及
び
『
茸
狩
』
の
歌
は
万
葉
風
で
あ
る
。

 
か
く
来
て
は
珍
ら
し
み
聞
け
ど
此
の
波
の
夜
な
よ
な
響
く
あ
ま
の
伏
屋
は

 
鴎
鵜
の
佃
の
島
に
し
ば
し
居
て
浪
よ
り
出
で
し
月
を
見
し
か
も

 
名
に
ぞ
お
ふ
小
松
川
辺
に
誰
が
植
ゑ
し
小
松
の
色
は
見
れ
ど
あ
か
ぬ
か
も

 
秋
深
き
龍
田
の
川
は
か
く
そ
あ
ら
む
入
日
さ
す
雲
の
う
つ
る
川
面

こ
の
一
連
の
万
葉
風
の
歌
の
作
ら
れ
た
の
は
、
延
享
元
年
及
二
年
の
頃
で
あ

る
。
 
（
註
5
）
之
は
宗
武
三
十
才
及
び
三
十
一
才
で
あ
っ
て
、
国
家
書
論
余
興

を
書
い
た
二
十
八
才
よ
り
二
年
後
で
、
真
妄
を
任
用
し
た
年
の
二
年
前
で
あ

る
。
之
に
よ
っ
て
宗
武
は
こ
、
一
十
才
の
頃
、
即
ち
真
渕
を
任
用
す
る
前
の
時
期
に

於
て
、
既
に
立
派
な
万
葉
歌
風
の
実
作
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
又
前
述
し
た
様
に
歌
体
約
言
の
．
序
に
当
て
、
宗
武
は
壮
年
の
頃
に
な
っ
て
か

ら
、
古
風
の
歌
の
ま
こ
と
あ
る
を
知
っ
て
、
之
を
尊
ぶ
様
に
な
っ
た
ど
自
ら
記

し
て
い
る
が
、
歌
体
約
言
は
延
享
三
年
、
真
渕
を
任
用
し
た
年
に
書
い
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
年
宗
武
三
十
二
才
で
真
渕
は
五
十
才
で
あ
っ
た
。
こ
㌧
で
宗
武

が
壮
年
に
な
っ
て
古
風
に
転
じ
た
と
言
っ
て
い
る
の
は
何
時
頃
で
あ
ろ
う
か
。

山
本
船
将
氏
や
土
岐
善
麿
氏
は
二
十
八
才
又
は
二
十
九
才
と
言
っ
て
居
ら
れ
る

が
、
お
よ
そ
妥
当
の
見
解
で
あ
ろ
う
ρ

 
次
に
賀
茂
真
渕
が
万
葉
歌
風
に
転
向
し
た
の
は
何
時
頃
で
あ
ろ
う
か
。
宗
武

と
ど
ち
ら
が
早
い
か
の
比
較
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
加
藤
千
蔭

の
加
茂
翁
家
集
の
序
、
及
び
村
田
春
海
の
再
贈
稲
掛
大
平
書
に
よ
っ
て
、
真
南

の
歌
風
は
三
超
し
て
い
て
、
最
初
は
古
今
新
古
今
風
で
、
五
十
才
頃
か
ら
万
葉

風
に
転
じ
、
六
十
才
過
ぎ
以
後
は
更
に
古
風
に
転
じ
て
行
っ
た
と
言
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
真
渕
の
五
十
才
と
言
う
の
は
、
宗
武
に
仕
え
た
年
で
あ
る
。

宗
武
は
真
逆
任
用
以
前
に
既
に
万
葉
調
の
作
品
を
示
し
て
い
る
事
は
上
述
し
た

通
り
で
あ
る
。
然
る
に
真
渕
の
五
十
才
以
前
の
歌
は
、
殆
ど
中
古
風
の
歌
で
あ

っ
て
、
少
数
万
葉
歌
風
に
近
い
も
の
も
あ
る
が
、
ば
っ
き
り
万
葉
風
に
転
向
し

た
事
の
認
め
ら
れ
る
も
の
は
な
い
。
又
真
字
は
国
歌
八
論
余
言
拾
遺
に
、

 
寛
平
延
長
の
頃
は
す
べ
て
の
人
を
ば
悪
し
と
も
推
し
は
か
り
難
し
。
貫
之
が

 
か
け
る
文
の
こ
と
ば
又
よ
み
出
で
た
る
歌
の
や
さ
し
く
し
て
ま
め
な
る
を
見

 
れ
ば
、
な
ほ
そ
の
頃
ま
で
は
衰
へ
た
り
と
も
お
ぼ
え
ず
。
天
暦
の
頃
よ
り
は

 
漸
く
に
事
浅
く
な
り
て
侍
り
ぬ
ら
ん
。
 
（
註
6
）

と
言
っ
て
古
今
集
の
優
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
武
二
十

八
才
、
真
渕
四
十
七
才
の
年
で
、
宗
武
は
既
に
万
葉
風
に
転
じ
た
と
思
わ
れ
る

頃
に
、
真
渕
は
未
だ
万
葉
風
に
踏
み
切
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
徴

証
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
様
に
、
や
は
り
真
渕
よ
り
宗
武
の
方
が
早
く
万
葉
歌
風

に
転
向
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四

 
次
に
宗
武
が
万
葉
集
の
真
価
を
感
得
し
た
動
機
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る

と
、
先
ず
真
渕
の
直
接
の
指
導
又
は
影
響
に
よ
る
と
い
う
事
は
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
右
に
述
べ
た
様
な
事
情
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
尤

（， 90 ）



も
滋
強
出
仕
後
は
、
お
互
に
影
響
し
合
っ
て
、
理
論
的
に
又
創
作
的
に
万
葉
風

の
理
解
を
深
め
て
行
っ
た
だ
ろ
う
事
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

 
次
に
実
朝
の
影
響
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
的
地
位
も
そ
の
歌
風
も
近
似

し
て
い
る
こ
の
二
人
は
、
ど
こ
か
相
通
う
も
の
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

実
朝
の
よ
さ
を
発
見
し
た
真
髄
が
、
宗
武
に
そ
れ
を
伝
え
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
後
年
の
事
で
あ
っ
て
、
宗
武
が
壮
年
の
頃
万
葉
風
に
転
向

し
た
時
代
の
事
と
は
思
わ
れ
な
い
。
実
朝
が
万
葉
風
を
体
得
し
た
歌
人
と
し
て

そ
の
真
価
を
高
く
評
価
し
て
顕
揚
し
た
の
は
真
渕
が
最
初
で
は
あ
る
が
、
実
朝

の
歴
史
的
一
流
歌
人
と
し
て
の
存
在
は
、
中
世
以
来
の
歌
壇
に
お
い
て
認
め
ら

れ
伝
え
ら
れ
て
来
て
い
た
事
で
あ
る
か
ら
、
宗
武
が
真
渕
を
知
る
以
前
に
着

て
、
実
朝
と
自
分
と
の
環
境
の
近
似
等
の
理
由
で
、
実
朝
に
対
し
て
心
を
寄
せ

て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
宗
武
独
自
の
趣
味
で
、

実
朝
の
影
響
を
受
け
て
万
葉
歌
風
の
よ
さ
を
感
得
し
た
と
言
っ
て
も
不
自
然
で

は
な
い
。

 
次
に
宗
武
の
人
生
観
世
界
観
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
朱
子
学
の
影
響
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
儒
学
界
に
於
て
は
、
朱
子
学
の
み
な
ら
ず
一
古
義
学
、

古
文
辞
学
等
色
々
の
学
派
が
流
布
し
て
い
た
が
、
支
那
の
学
風
に
お
い
て
は
、

古
代
を
尊
び
、
後
世
に
及
ぶ
に
従
っ
て
政
教
と
も
に
衰
頽
に
赴
い
た
と
言
う
尚

古
思
想
は
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
宗
武
は
国
家
八
論
余
言
に
、

 
聖
な
ほ
詩
経
と
い
ふ
ふ
み
を
撰
び
給
ひ
て
人
を
導
き
た
ま
ふ
な
り
の
こ
れ
後

 
世
う
た
ふ
に
し
も
あ
ら
ね
ど
人
の
心
を
和
ぐ
る
こ
と
は
常
の
こ
と
ば
に
は
い

 
た
く
勝
り
ぬ
る
わ
ざ
な
れ
ば
な
る
べ
し
。
唐
の
代
に
至
り
て
も
さ
る
意
ふ
く

 
ま
ぬ
に
し
も
あ
ら
ね
ど
華
が
ち
に
の
み
な
り
ゆ
き
て
、
は
か
ぐ
し
く
人
の

 
た
す
け
と
も
な
り
ぬ
べ
う
も
あ
ら
ず
。
 
（
註
7
）

田
安
宗
武
考
（
そ
の
二
）
1
短
歌
作
品
を
中
心
と
し
て
一

と
記
し
て
い
る
。
漢
詩
は
古
代
に
は
政
教
に
益
が
あ
っ
た
の
で
、
孔
子
は
詩
経

を
撰
ん
だ
。
唐
の
頃
か
ら
華
美
に
す
ぎ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
益
が
な
く
な
っ
た

と
言
う
意
味
の
漢
詩
の
歴
史
観
を
演
繹
し
て
、
我
が
国
の
和
歌
も
政
治
も
万
葉

時
代
に
は
隆
盛
で
あ
っ
た
が
、
古
今
集
以
後
衰
頽
し
た
と
推
論
し
た
結
果
、
こ

の
漢
詩
の
歴
史
観
が
宗
武
の
万
葉
観
を
喚
起
す
る
契
機
に
な
っ
た
だ
ろ
う
事

は
、
充
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

 
次
に
当
時
の
時
代
思
潮
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
当
時
は
既

に
水
戸
学
の
国
史
研
究
、
万
葉
集
研
究
を
初
め
と
し
て
、
下
河
辺
長
流
、
契

沖
、
荷
田
春
満
等
に
よ
っ
て
、
自
国
文
化
の
再
検
討
と
復
古
思
想
が
広
く
唱
道

さ
れ
流
布
し
つ
㌧
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
学
問
を
直
接
に
学
ぶ
と
否

と
に
拘
ら
ず
、
古
き
へ
踊
る
文
化
的
雰
囲
気
は
、
聡
明
な
文
化
人
の
宗
武
が
感

得
し
な
い
わ
け
は
な
い
ど
思
わ
れ
る
。
当
時
は
元
禄
時
代
末
よ
り
弛
緩
し
初
め

た
幕
政
を
建
て
直
す
た
め
に
、
宗
武
の
父
の
吉
宗
将
軍
が
権
現
様
御
示
し
通
り

を
目
標
に
、
幕
制
護
持
の
た
め
鋭
意
努
力
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
将
軍
一
家

層
の
宗
武
は
道
義
昂
揚
の
た
め
に
、
誠
実
に
し
て
虚
飾
な
き
人
間
像
を
求
め
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
の
歌
風
の
質
実
さ
が
、
宗
武
の
こ
の
求
め
に
応
じ
、
且

つ
万
葉
の
雄
健
な
歌
風
も
、
武
家
と
し
て
の
宗
武
の
好
み
に
適
合
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

 
更
に
宗
武
は
右
に
述
べ
た
様
に
、
素
人
歌
入
で
あ
っ
た
た
め
に
、
時
流
に
束

縛
さ
れ
る
事
な
く
亀
鑑
す
る
こ
と
の
出
来
る
環
境
に
あ
っ
た
。
こ
れ
が
当
時
の

類
型
的
歌
風
か
ら
離
れ
て
独
自
の
歌
風
に
転
向
す
る
こ
と
を
気
安
く
な
し
得
し

め
た
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

 
宗
武
の
歌
論
が
、
道
徳
政
治
と
結
び
つ
け
た
儒
学
的
文
芸
論
で
あ
る
点
に
於

て
、
封
建
制
度
護
持
の
時
代
精
神
の
表
れ
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
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あ
る
が
、
又
他
の
一
面
に
於
て
は
、
彼
の
歌
論
の
中
心
と
な
る
『
理
」
の
理
念

が
、
人
情
の
自
然
性
を
素
直
に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
表
出
す
る
と
言
う
点
に
あ

っ
た
こ
と
は
、
封
建
制
の
中
か
ら
人
間
性
を
解
放
せ
ん
と
す
ち
新
思
潮
の
萌
芽

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
人
と
し
て
の
宗
武
は
、
近
世
に
於
て
万
葉
風
を
実

作
に
於
て
示
し
た
先
駆
者
で
あ
る
と
共
に
、
幕
末
に
お
け
る
自
由
に
個
性
を
発

揮
し
た
歌
人
た
ち
の
道
を
拓
い
た
先
駆
者
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

（
註
1
）

（
註
2
）

（
註
3
）

（
註
4
）

（
註
5
）

（
註
6
）

（
註
7
）

日
本
歌
学
大
系
七
巻
八
五
頁

同
 
一
五
五
頁

天
降
言
（
流
布
本
）
牧
載
歌
三
〇
九
首
の
中
で
、
享
保
よ
り
寛
延

ま
で
の
歌
と
詞
書
の
あ
る
も
の
は
三
〇
首
あ
る
。

堀
河
天
皇
の
康
和
年
間
に
召
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
堀
河
初
度
百
首
の

題
を
か
り
て
、
宗
武
が
一
題
二
首
宛
習
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
火

災
の
た
め
二
十
首
だ
け
詠
み
残
し
て
百
八
十
首
あ
る
。
土
岐
善
麿

氏
三
田
安
宗
武
に
よ
れ
ば
宝
暦
十
一
、
二
年
の
作
で
あ
る
。
宗
武
．

は
そ
の
時
四
十
七
、
八
才
で
晩
年
の
作
で
あ
っ
て
、
大
部
分
万
葉

調
で
あ
る
。

土
岐
氏
は
田
藩
文
庫
蔵
悠
然
院
様
御
詠
草
に
収
め
ら
れ
て
い
る
文

月
十
五
日
記
お
よ
び
茸
狩
記
に
よ
っ
て
、
天
降
言
巻
末
の
こ
れ
ら

の
歌
は
延
享
元
年
及
二
年
の
作
と
指
摘
し
て
居
ら
れ
る
。
 
 
 
．

日
本
歌
学
大
系
七
巻
＝
一
四
頁

同
 
九
九
頁

（92）


