
堂
上
歌
論
に
お
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（ ）

 
日
本
歌
論
に
お
け
る
ま
こ
と
美
の
理
念
は
、
日
本
歌
論
発
生
の
時
代
と
そ
の

時
を
同
じ
く
し
て
発
生
し
、
中
世
に
お
い
て
文
学
論
と
し
て
の
体
制
を
整
え

て
、
色
々
曲
折
を
経
て
展
開
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
近
世
に
お
い
て
、
そ
の

旺
盛
時
代
を
迎
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
小
沢
黒
道
の
た
ゴ
ご
と
歌
の
説
、

香
川
景
樹
の
調
と
誠
の
論
、
賀
茂
真
渕
や
縣
門
の
真
情
説
等
が
、
ま
こ
と
を
そ

の
美
的
理
念
の
基
盤
と
し
て
い
る
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
近
世
歌
論

の
み
な
ら
ず
、
俳
論
漢
詩
論
に
至
る
ま
で
、
そ
の
大
部
分
は
ま
こ
と
理
念
と
何

等
か
の
意
味
に
お
い
て
関
連
が
あ
る
事
は
否
定
出
来
な
い
事
実
で
あ
る
冷

 
そ
の
中
で
近
世
時
代
の
最
も
早
い
時
期
に
お
い
て
、
ま
こ
と
歌
論
を
唱
道
し

た
歌
人
集
団
は
堂
上
歌
壇
で
あ
っ
た
。
堂
上
歌
人
の
ま
こ
と
論
は
、
鳥
丸
資
慶

（
寛
文
九
年
残
）
に
初
ま
り
、
鳥
丸
光
雄
（
元
禄
三
年
残
）
に
発
展
し
、
武
者

小
路
実
母
（
元
文
三
年
残
）
お
よ
び
鳥
丸
光
栄
（
寛
延
元
年
残
）
に
よ
り
完
成

さ
れ
、
更
に
冷
泉
為
村
（
安
永
三
年
塞
）
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
宣
揚
さ
れ
た
。

資
慶
は
下
河
辺
長
流
よ
り
十
七
年
前
に
残
b
て
い
る
し
、
光
雄
は
長
流
と
お
よ

そ
同
時
代
の
人
で
あ
っ
て
、
契
沖
よ
り
十
一
年
前
に
残
し
て
い
る
。
実
陰
は
三

田
春
満
と
同
時
代
の
人
で
あ
る
。
光
栄
に
し
て
も
真
子
よ
り
二
十
二
年
前
に
残

し
て
い
る
。
ま
し
て
旧
庵
、
景
樹
や
宣
長
等
よ
り
遙
か
に
前
の
時
代
の
人
で
あ

る
。
こ
う
見
て
く
る
と
堂
上
歌
人
は
近
世
歌
壇
に
お
け
る
ま
こ
と
論
の
大
先
駆

者
と
言
う
事
が
で
き
る
。

 
レ
か
る
に
従
来
近
世
堂
上
歌
壇
は
中
世
歌
壇
の
延
長
で
あ
っ
て
、
近
世
の
時

代
と
は
無
関
係
の
存
在
の
様
に
取
扱
わ
れ
て
き
た
様
で
あ
る
。
勿
論
近
世
堂
上

歌
壇
は
、
古
今
伝
授
等
の
伝
統
を
守
る
前
時
代
的
意
識
の
制
約
を
受
け
て
い
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
ま
こ
と
論
議
に
お
け
る
か
ぎ
り
、
近
世
歌
論
の
開
拓

的
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
近
世
和
歌
史
な
ら
び
に
歌
論

史
に
お
け
る
革
新
者
と
認
め
ら
れ
て
い
る
多
く
の
歌
人
論
客
も
、
堂
上
歌
壇
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
ゆ

衷
こ
と
論
の
影
響
に
無
関
係
と
は
言
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
特
に
薦
庵
、
景
樹

等
の
京
都
派
の
歌
人
は
、
少
く
と
も
ま
こ
と
論
に
お
け
る
限
り
に
お
い
て
、
堂

上
歌
壇
の
展
開
の
系
列
に
あ
る
と
認
め
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点

に
関
す
る
詳
論
は
他
日
を
期
し
て
、
こ
㌧
で
は
近
世
堂
上
歌
人
の
ま
こ
と
論
に

関
し
て
、
そ
れ
の
有
す
る
近
世
的
意
義
と
、
前
時
代
的
性
質
と
に
つ
い
て
検
討

し
て
、
歌
論
史
上
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
と
思
う
。
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（二）

 
中
世
時
代
初
期
に
お
い
て
は
、
二
条
派
は
平
淡
美
を
野
稗
す
る
美
意
識
に
よ

っ
て
、
心
す
な
お
に
詞
や
す
ら
か
な
様
式
を
基
と
す
る
ま
こ
と
理
念
を
樹
立
し

て
、
そ
れ
を
継
承
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
に
お
い
て
京
極
冷
泉
派
は
、

万
葉
歌
風
を
志
向
す
る
基
盤
に
立
っ
て
、
現
実
主
義
的
ま
こ
と
理
念
を
確
立
し

て
唱
道
し
た
の
で
あ
る
。
中
世
の
後
期
に
至
っ
て
、
冷
泉
派
も
二
条
派
も
そ
の

特
質
を
失
い
、
二
条
派
伝
統
の
歌
論
が
主
流
と
な
っ
て
、
三
条
西
家
か
ら
細
川

幽
斎
へ
、
幽
斎
か
ら
京
都
の
堂
上
雲
上
歌
壇
へ
と
祖
述
さ
れ
て
行
っ
た
。

 
幽
斎
お
よ
び
そ
の
門
下
の
歌
論
は
、
中
世
末
期
の
二
条
派
歌
論
の
延
長
で
あ

っ
て
．
、
制
連
歌
病
伝
授
秘
伝
は
常
識
と
し
て
通
用
し
て
い
た
。
千
載
集
、
新
勅

撰
集
、
続
後
撰
集
を
家
の
三
代
集
と
称
し
、
中
世
の
二
条
派
歌
人
を
目
標
と
し

て
、
趣
向
あ
る
内
容
を
平
易
に
淡
泊
に
表
現
す
る
事
を
志
向
し
た
。
こ
の
時
代

．
の
堂
上
歌
壇
は
、
中
世
歌
論
を
近
世
へ
橋
渡
し
す
る
役
割
を
担
っ
た
だ
け
と
言

っ
て
差
支
な
い
。

 
細
凧
幽
斎
か
ら
伝
授
を
受
け
た
鳥
丸
光
広
の
孫
に
あ
た
る
鳥
丸
資
慶
（
寛
文

九
年
、
一
六
七
〇
年
、
四
八
才
残
）
の
頃
に
至
っ
て
、
堂
上
歌
壇
に
も
漸
く
近

世
的
意
識
の
萌
芽
が
見
え
初
め
た
の
で
あ
る
。
資
慶
は
『
精
神
に
し
て
ま
こ
と

有
れ
ば
天
地
を
動
か
し
鬼
神
を
感
ぜ
し
め
人
民
を
和
す
。
 
（
中
略
）
殊
に
偽
り

飾
り
こ
と
や
う
な
ら
ん
は
狂
言
妄
語
の
罪
の
が
れ
が
た
し
。
』
（
資
慶
卿
御
消

息
）
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
和
歌
は
賢
人
君
子
の
も
て
あ
そ
び
と
言
う
考
え

方
か
ら
、
倫
理
的
に
も
恥
ず
か
し
か
ら
ぬ
精
神
の
発
露
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

言
う
理
想
に
基
づ
い
て
、
ま
ご
こ
ろ
を
尊
び
偽
飾
を
避
け
る
歌
論
で
あ
っ
て
、

中
世
歌
論
に
既
に
表
れ
て
い
る
理
論
で
あ
る
が
、
中
世
後
期
に
久
し
く
歌
壇
の

底
に
埋
没
し
て
い
た
ま
こ
と
論
が
、
頭
を
拾
げ
て
き
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。

 
資
慶
の
子
の
鳥
丸
光
雄
（
元
禄
三
年
、
一
六
九
一
年
残
、
四
四
才
）
に
至
っ

て
、
ま
こ
と
美
の
意
識
が
更
に
発
展
し
て
、
誠
実
、
真
実
の
思
を
か
ざ
り
な
く

常
の
詞
で
表
現
す
る
と
言
う
理
念
を
確
立
し
て
い
る
。

 
和
歌
は
悉
く
心
に
思
ふ
事
を
言
ひ
出
す
が
本
意
な
り
。
今
の
世
間
の
人
は
み

 
な
思
ふ
事
を
言
は
ぬ
な
り
。
蓋
付
は
ぬ
事
ど
も
を
か
ぎ
り
も
て
言
ふ
な
り
。

 
 
（
中
略
）
和
歌
は
誠
実
を
肝
要
と
す
る
な
り
。
 
（
光
雄
卿
御
口
授
）

和
歌
は
誠
実
を
肝
要
と
す
る
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
代
の
資
慶
の
歌
論

を
継
承
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
鳥
丸
光
雄
に
至
っ
て
ま
こ
と
の

美
的
理
念
の
本
質
が
確
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

 
歌
は
ま
つ
趣
向
を
大
方
に
よ
み
て
、
国
後
に
常
の
言
葉
に
て
末
ま
で
さ
ら

 
く
と
理
り
を
言
ひ
て
聞
ゆ
る
様
に
よ
む
べ
し
。
 
（
全
右
）

こ
㌧
で
言
っ
て
い
る
常
の
言
葉
と
言
う
の
は
、
必
ず
し
も
会
話
談
と
い
う
の
で

・
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
歌
語
と
し
て
通
用
し
て
い
る
普
通
の
語
で
、
特
別
に
工

夫
を
凝
ら
し
た
詞
で
な
い
も
の
を
指
す
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な

常
の
詞
と
い
う
考
え
方
が
、
後
の
薦
庵
や
景
樹
の
用
語
論
へ
展
開
し
て
、
藍
庵

の
『
わ
が
言
は
る
㌧
詞
』
景
樹
の
『
平
語
常
言
』
と
な
っ
た
と
見
る
事
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

 
歌
は
心
に
わ
っ
か
に
も
物
を
へ
だ
て
㌧
み
れ
ば
思
ふ
所
へ
情
ゆ
か
ぬ
な
り
。

 
世
心
と
題
と
其
の
題
の
物
と
し
た
し
く
一
体
に
成
り
て
よ
む
べ
し
。
こ
れ
和

 
歌
よ
み
方
の
一
事
な
り
。
 
（
全
右
）

と
言
っ
て
、
製
作
の
対
象
と
一
体
と
な
っ
て
、
そ
の
思
を
歌
に
よ
む
べ
き
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
之
は
対
象
と
な
る
物
象
と
自
己
と
の
間
の
爽
雑
物
を
一
切
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除
去
し
て
、
対
象
の
あ
る
が
ま
㌧
の
姿
を
心
に
写
し
て
、
対
象
の
中
に
沈
潜

し
、
対
象
と
共
に
動
く
と
こ
ろ
の
純
粋
な
美
的
観
照
の
態
度
に
関
し
て
論
述
し

た
も
の
で
あ
る
。
京
極
為
兼
の
『
そ
の
事
に
む
き
て
は
そ
の
事
に
な
り
か
へ

り
」
と
言
っ
た
ま
こ
と
理
念
の
美
的
観
照
論
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
形
式

的
に
は
京
極
冷
泉
派
と
対
立
し
て
い
た
二
条
派
で
あ
る
が
、
近
世
の
こ
の
時
代

に
な
れ
ば
、
実
際
的
に
は
両
者
の
歌
論
理
念
の
区
別
も
不
分
明
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
か
ら
、
二
条
派
系
統
の
光
雄
の
歌
論
に
京
極
為
兼
の
持
論
の
影
響
が

見
ら
れ
る
事
は
、
別
に
不
自
然
の
事
で
は
な
い
。

 
門
弟
の
高
辻
豊
長
卿
の
歌
の

 
 
茂
り
会
ふ
森
の
藤
が
翌
春
ご
と
に
花
紫
の
色
を
見
す
ら
し

と
言
う
の
を
、
光
雄
が
添
削
し
て
、

 
 
緑
な
る
杜
の
茂
み
に
紫
の
色
こ
そ
ま
じ
れ
藤
や
咲
く
ら
む

と
改
め
て
、
『
原
作
は
杜
の
藤
の
わ
け
を
言
ひ
た
る
ば
か
り
な
り
。
』
と
批
評

し
て
い
る
。
原
作
の
『
春
ご
と
に
花
野
の
色
を
見
す
ら
し
』
と
言
う
の
は
、
藤

の
花
が
毎
年
春
に
な
る
と
紫
の
色
の
花
を
開
く
と
言
う
事
実
を
、
説
明
的
に
叙

述
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
観
念
的
説
明
的
表
現
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
『
森
の

茂
み
に
紫
色
の
藤
の
花
が
見
え
る
。
」
と
言
っ
て
、
眼
前
の
情
景
を
写
実
的
に

描
写
す
る
具
象
的
青
島
に
改
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
に
よ
っ
て
光
雄
が
説
明

的
表
現
を
斥
け
て
、
写
実
的
具
象
的
表
現
を
採
る
べ
き
事
を
、
実
作
の
添
削
の

上
で
も
留
意
し
て
い
た
事
が
よ
く
わ
か
る
。
彼
は
ま
こ
と
歌
論
の
写
実
的
特
質

に
つ
い
て
、
充
分
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
言
う
事
が
で
き
る
。

（＝一）

堂
上
歌
論
に
お
け
る
ま
こ
と

 
細
川
幽
斎
か
ら
伝
授
を
受
け
た
三
条
西
実
蕪
の
子
か
ら
初
ま
っ
た
武
者
小
路

家
の
二
代
目
の
武
者
小
路
実
陰
（
元
文
三
年
、
一
七
三
九
年
殻
、
七
八
才
）
は

ま
こ
と
論
を
更
に
推
し
進
め
て
強
調
し
、
真
実
、
実
情
、
実
景
等
の
語
を
用
い

て
、
く
り
か
え
し
く
ま
こ
と
美
の
理
念
を
説
い
て
い
る
。

 
随
分
真
実
に
歌
は
心
が
け
て
よ
む
べ
し
。
真
実
に
心
が
け
修
行
す
れ
ば
、
禅

 
宗
に
頓
悟
あ
る
や
う
に
、
一
時
に
あ
か
り
へ
出
る
や
う
に
ご
㌧
ろ
ひ
ら
く
る

 
こ
と
あ
る
べ
し
。
 
（
詞
林
拾
葉
）

 
た
ゴ
毎
度
い
ふ
こ
と
な
れ
ど
、
歌
は
た
ゴ
実
情
を
先
と
し
て
、
つ
ね
に
実
景

 
に
心
が
く
べ
し
。
 
（
全
右
）

 
さ
て
か
く
歌
は
毎
度
い
ふ
様
に
心
の
実
な
り
。
心
髄
な
れ
ば
詞
も
す
ぐ
に
な

 
る
こ
と
な
り
。
 
（
全
右
）

誠
、
真
実
、
心
の
実
、
実
情
、
実
景
等
の
用
語
を
用
い
て
、
心
の
ま
こ
と
詞
の

ま
こ
と
に
関
し
て
論
述
し
、
対
象
た
る
風
景
や
事
物
の
真
実
を
表
現
す
べ
き
だ

と
、
度
々
強
調
し
て
唱
道
し
て
い
る
。
後
世
香
川
景
樹
が
誠
実
、
実
情
、
実
景

の
語
を
盛
ん
に
使
用
し
て
激
論
し
た
歌
論
の
、
そ
の
内
容
も
用
語
も
、
実
陰
の

論
法
や
用
語
に
よ
く
似
通
っ
て
い
る
事
は
注
目
す
べ
き
事
で
あ
る
。

ま
た
実
作
の
心
得
と
し
て
、
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
'

 
あ
ま
り
所
を
え
ら
ん
で
寂
静
に
し
て
よ
ま
む
と
ば
か
り
思
ふ
べ
か
ら
ず
。
さ

 
思
ふ
は
本
道
に
あ
ら
ず
。
所
々
時
々
事
々
に
し
た
が
ひ
て
よ
む
べ
し
。
 
（
全

 
右
）

 
歌
は
た
ゴ
毎
度
い
ふ
や
う
に
弔
意
に
ま
っ
す
ぐ
に
心
に
一
物
も
な
く
し
て
よ

 
ま
ね
ば
、
よ
き
こ
と
は
出
来
ぬ
も
の
な
り
。
 
（
全
右
）

と
言
っ
て
、
日
常
生
活
の
中
か
ら
、
そ
の
時
に
、
そ
の
場
所
で
、
体
験
し
た
事

に
関
し
て
、
心
を
平
に
し
て
あ
り
の
ま
＼
の
心
を
あ
り
の
ま
㌧
に
表
現
す
る
事
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を
懲
些
し
て
い
る
。
現
実
主
義
的
精
神
と
写
実
的
表
現
に
つ
い
て
確
実
な
理
解

を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
近
世
歌
論
に
お
け
る
ま
こ
と
美
の
歌
論
は
、

実
陰
に
よ
っ
て
一
応
そ
の
完
成
の
域
に
到
達
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
次
に
実
陰
の
右
の
歪
な
ま
こ
と
歌
論
は
、
如
何
な
る
系
列
の
ま
こ
と
で
あ
っ

て
、
ど
の
様
な
情
趣
内
容
を
志
向
す
る
性
質
の
美
意
識
で
あ
る
か
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

 
歌
は
あ
ま
り
趣
過
ぎ
ず
、
す
ら
り
と
無
味
に
よ
む
べ
し
。
 
（
中
略
）
至
っ
て

．
よ
き
歌
は
無
味
の
中
に
味
あ
り
。
こ
れ
こ
そ
真
の
味
と
い
ふ
ぺ
け
れ
。
 
（
中

 
略
）
草
庵
集
は
無
味
の
や
う
に
見
え
て
、
続
草
庵
集
は
殊
の
外
面
白
く
聞
ゆ

 
る
な
り
。
是
に
て
無
味
の
味
よ
き
と
じ
る
べ
し
。
よ
く
あ
じ
は
へ
ば
草
庵
集

 
は
い
ふ
に
い
は
れ
ぬ
所
あ
り
。
 
（
全
焼
）

と
言
っ
て
無
味
の
味
を
最
上
と
し
、
頓
阿
の
草
庵
集
を
目
標
と
し
て
い
る
。
ま

た
金
葉
集
詞
花
集
玉
葉
集
風
雅
集
や
、
京
極
家
冷
泉
家
を
撲
斥
し
、
新
勅
撰
集

続
後
撰
集
を
称
揚
し
、
為
家
や
頓
阿
の
歌
を
度
々
引
用
し
て
、
作
歌
の
手
本
と

し
て
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
万
葉
を
と
る
こ
と
心
得
あ
る
べ
き
な
り
。
お
ろ
そ
か
な
る
詞
あ
ら
く
し
く

 
こ
は
き
詞
を
艶
に
幽
玄
に
よ
み
な
す
べ
き
こ
と
肝
要
な
り
。
万
葉
に
あ
れ
ば

 
と
て
こ
は
ぐ
し
き
濃
い
や
し
き
詞
努
々
取
り
用
ふ
べ
か
ら
ず
。
 
（
初
学
考

 
鑑
）

と
言
っ
て
、
万
葉
集
を
敬
遠
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
に
よ

っ
て
、
中
陰
は
家
学
の
伝
統
を
守
り
、
二
条
派
歌
論
に
お
け
る
平
淡
美
を
志
向

す
る
ま
こ
と
理
念
に
基
づ
い
て
、
そ
の
理
論
を
推
し
進
め
た
も
の
で
あ
る
事
が

明
ら
か
で
あ
る
。

 
次
に
留
意
す
べ
き
事
は
、
実
字
の
新
興
説
で
あ
る
。

 
毎
度
申
す
ご
と
く
古
今
の
謡
い
く
ば
く
か
あ
る
べ
き
人
な
れ
ど
か
た
ち
か
は

 
れ
り
。
心
も
■
一
様
に
あ
ら
ず
。
形
の
か
は
り
た
る
ご
と
し
。
し
か
れ
ば
実
に

 
よ
み
い
つ
れ
ば
、
心
か
ら
入
に
似
せ
た
く
思
ふ
と
も
人
の
歌
に
は
似
ぬ
道
理

 
な
り
。
し
か
れ
ど
も
そ
の
実
を
忘
れ
と
く
と
あ
ん
じ
ず
し
て
人
の
歌
に
あ
や

 
か
り
私
意
を
も
っ
て
こ
し
ら
へ
よ
む
ゆ
ゑ
に
皆
済
せ
も
の
隠
構
に
な
る
な

 
り
。
実
に
本
心
に
か
へ
り
て
と
く
と
あ
ん
じ
候
へ
ば
思
は
ず
し
て
自
然
と
新

 
し
く
な
る
な
り
。
新
し
き
と
い
ふ
は
別
に
変
り
た
る
こ
と
に
あ
ら
ず
。
 
（
詞

 
林
拾
葉
）

人
は
各
々
容
貌
が
異
な
る
様
に
、
個
性
が
千
差
万
別
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
心
を

そ
の
ま
㌧
表
・
現
す
れ
ば
、
個
性
的
作
品
が
で
き
る
。
こ
れ
が
新
し
い
歌
と
な

る
。
実
情
を
忘
れ
て
私
意
を
以
て
作
歌
す
る
か
ら
類
型
的
な
古
い
歌
に
な
る
の

で
あ
る
。
新
し
い
歌
と
い
う
の
は
異
風
の
歌
を
言
う
の
で
は
な
く
し
て
、
本
心

か
ら
表
出
し
た
歌
を
言
う
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
個
性
と
実
情
と
作
品
の

特
殊
性
具
象
性
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
、
新
し
い
歌
と
古
い
歌
と
の
相
違
点
の

契
機
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
鳥
丸
光
栄
に
至
っ
て
、
 
『
わ

が
ま
こ
と
よ
り
い
つ
る
所
お
の
つ
か
ら
新
し
き
な
り
。
』
と
言
う
命
題
に
展
開

レ
、
更
に
小
沢
蔵
庵
の
新
情
説
へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
る
。

 
右
の
様
な
ま
こ
と
論
が
近
世
初
期
に
お
い
て
、
堂
上
歌
壇
に
再
生
勃
興
し
た

事
は
、
彼
等
の
継
承
し
て
来
た
中
世
以
来
の
家
学
の
発
展
で
あ
っ
て
、
中
世
以

来
の
ま
こ
と
歌
論
そ
の
も
の
㌧
展
開
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
ま
た

近
世
に
お
け
る
儒
学
思
想
の
影
響
を
受
け
た
事
も
考
え
ら
れ
る
。
王
朝
末
期
か

ら
中
世
へ
か
け
て
、
仏
教
や
神
道
と
歌
道
と
を
習
会
す
る
理
論
が
盛
行
し
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
佛
教
の
影
響
が
主
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
近
世
に
至
っ
て
も
中
世
と
同
じ
く
、
甲
高
神
道
と
歌
道
と
は
、
同
一
の
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世
界
観
倫
理
観
を
基
盤
と
す
る
と
い
う
言
論
が
行
わ
れ
て
い
て
、
山
陰
の
歌
論

に
も
随
所
に
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
。

 
何
の
事
も
な
き
歌
な
れ
ど
も
実
情
あ
れ
ば
御
神
慮
御
感
早
う
た
が
ひ
な
し
。

 
（
詞
林
拾
葉
）
-
 
 
-

 
発
心
修
行
菩
提
浬
葉
と
佛
道
に
あ
る
事
な
り
。
歌
も
そ
の
通
り
な
り
。

 
（
全
 
右
）

こ
れ
は
中
世
歌
論
に
屡
々
出
て
く
る
理
論
で
あ
っ
て
、
三
論
は
そ
れ
を
継
承
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
次
の
様
に
も
言
．
っ
て
い
る
。

 
和
歌
の
本
意
は
誠
意
の
み
。
大
学
に
誠
意
の
終
り
は
治
国
平
天
下
の
道
に
あ

 
ら
ず
や
。
意
を
誠
に
す
る
は
和
歌
に
す
ぎ
た
る
な
し
。
 
（
全
勝
）

と
言
づ
て
、
和
歌
に
お
け
る
心
の
誠
を
、
大
学
の
誠
意
と
同
一
の
倫
理
観
に
よ

っ
て
説
明
し
て
い
る
。

 
こ
の
頃
は
、
近
世
初
頭
か
ら
家
康
の
援
護
の
も
と
に
勃
興
し
た
儒
学
が
、
政

治
思
想
倫
理
思
想
の
指
標
と
し
て
社
会
に
浸
潤
し
初
め
た
時
代
で
あ
う
た
。
そ

こ
で
儒
学
に
お
け
る
倫
理
論
乃
至
政
治
論
と
し
て
の
誠
の
説
の
示
唆
の
下
に
、

堂
上
歌
壇
の
文
学
的
ま
こ
と
論
が
促
進
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
事
も
で
き
る
。

中
世
社
会
の
思
想
的
基
盤
で
あ
っ
た
仏
教
の
世
界
観
の
代
り
に
、
近
世
に
至
っ

て
儒
教
思
想
が
そ
れ
に
と
っ
て
代
っ
て
、
そ
の
役
割
を
担
い
初
め
た
頃
の
、
時

代
思
潮
の
表
れ
の
一
端
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
．

 
実
陰
が
七
八
才
で
残
し
た
元
文
三
年
（
一
七
三
九
年
）
は
、
俳
人
上
島
黒
黒

が
同
じ
く
七
八
才
で
残
し
た
年
で
あ
る
。
沃
田
春
満
が
六
八
才
で
残
し
た
元
文

元
年
か
ら
三
年
後
で
、
賀
茂
真
渕
の
残
し
た
年
よ
り
二
九
年
前
で
あ
る
か
ら
、

実
陰
は
真
渕
よ
り
前
の
時
代
で
あ
る
が
、
春
満
、
鬼
籍
と
同
時
代
の
人
で
あ

る
。
又
芭
蕉
は
元
禄
七
年
（
一
六
九
五
年
）
に
残
し
て
い
る
し
へ
伊
藤
仁
斎
は

堂
上
歌
論
に
お
け
る
ま
こ
と

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
年
）
に
残
し
て
い
る
の
で
、
鳥
丸
光
雄
と
お
よ
そ
同
時

代
の
人
物
で
あ
る
。
芭
蕉
ぱ
風
雅
の
誠
を
唱
え
、
春
満
も
鬼
貫
も
ま
こ
と
の
論

を
述
べ
て
い
る
。
横
構
は
『
独
語
』
の
中
で
、
自
分
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五

年
）
の
春
に
、
 
『
ま
こ
と
の
外
に
俳
階
な
し
。
』
と
悟
っ
た
と
言
う
て
い
る
。

仁
斎
は
、
詩
は
『
貴
真
而
不
貴
愚
蒙
」
 
（
古
学
先
生
文
集
）
と
雪
日
．
て
い
る
。

 
こ
う
見
て
く
る
止
こ
れ
ら
の
歌
人
俳
人
漢
詩
人
は
同
時
代
の
文
壇
人
で
あ
っ

て
、
ま
こ
と
に
関
す
る
文
学
論
に
お
い
て
相
通
ず
る
理
念
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
鳥
丸
光
雄
や
武
者
小
路
実
陰
と
、
こ
れ
ら
の
俳
人
歌
人
詩
人
等
と

の
問
に
、
ど
ん
な
影
響
関
係
が
あ
っ
た
か
は
、
即
断
す
る
わ
け
に
億
ゆ
か
な
い

が
、
こ
の
時
代
の
上
方
文
壇
に
お
い
て
は
、
文
学
に
関
す
る
ま
こ
と
美
の
理
念

が
認
識
さ
れ
勃
興
す
る
機
運
に
あ
っ
た
事
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
時
代
的
文

芸
思
潮
を
、
何
れ
も
の
人
が
、
意
識
的
に
も
無
意
識
的
に
も
、
そ
れ
み
＼
の
環

境
と
そ
れ
み
＼
の
個
性
に
鷹
じ
て
、
そ
れ
み
＼
に
感
得
し
た
だ
ろ
う
事
は
、
明

ら
か
に
推
定
さ
れ
る
事
で
あ
る
。
堂
上
歌
人
も
亦
そ
の
中
の
一
人
で
あ
っ
た
の

だ
と
考
え
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
要
す
る
に
実
陰
は
光
雄
光
栄
と
共
に
近
世
諸
歌
人
に
先
が
け
て
、
ま
こ
と
歌

論
を
樹
立
し
唱
道
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
近
世
的
歌
論
の
開
拓
者
と
し

て
の
位
置
を
歌
論
史
上
に
占
め
る
も
の
だ
と
言
っ
て
も
差
支
な
い
の
で
あ
る
。

 
に
も
か
＼
わ
ち
ず
ま
た
一
面
に
お
い
て
は
、
実
陰
に
は
中
世
愚
筆
時
代
的
側

面
巻
も
備
え
て
い
る
事
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
し
ら
ぬ
人
は
歌
道
葱
か
ろ
く
思
へ
ど
も
御
伝
授
あ
そ
ば
し
下
さ
れ
し
ょ
り
、

「
と
く
と
思
へ
ば
お
そ
ろ
し
く
勿
体
な
き
大
き
な
る
事
な
・
り
。
 
（
詞
林
拾
葉
）

と
言
っ
て
古
今
伝
授
を
勿
体
な
い
導
い
も
の
だ
と
あ
り
が
た
が
っ
て
い
る
。
し

か
し
次
の
様
な
進
歩
的
発
言
も
あ
る
。
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歌
は
天
地
自
然
の
道
に
し
て
秀
歌
は
そ
の
人
の
得
た
る
所
な
り
。
 
（
中
略
）

 
三
流
冷
泉
家
並
に
地
下
な
ど
に
も
せ
よ
、
よ
き
歌
は
よ
き
な
り
。
あ
し
き
歌

 
は
あ
し
き
な
り
。
 
（
初
学
考
鑑
）

 
か
よ
う
に
家
系
に
よ
る
歌
道
墨
守
を
排
斥
し
、
文
学
と
し
て
の
歌
の
独
立
性

自
由
性
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
う
か
と
思
う
と
、
一
方
に
お
い
て
は
前
述
し
た

様
に
京
極
冷
泉
家
正
徹
等
を
排
斥
し
、
二
条
家
の
先
輩
を
称
揚
し
て
い
る
。

 
武
者
小
路
実
陰
は
、
と
の
様
に
新
し
い
側
面
ど
古
い
側
面
と
の
両
面
を
備
え

て
い
る
。
こ
の
事
は
堂
上
歌
人
共
通
の
様
相
で
あ
っ
て
、
新
し
い
時
代
の
新
し

」
い
空
気
を
呼
吸
し
、
新
し
い
美
意
識
に
目
覚
め
な
が
ら
も
、
家
学
の
伝
統
の
枠

か
ら
脱
す
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
堂
上
歌
人
を
し
て
、
真

の
意
味
の
革
新
家
た
ら
し
め
な
か
っ
た
制
約
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
す

べ
て
の
堂
上
歌
人
に
背
負
わ
さ
れ
た
運
命
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（四）

 
鳥
丸
光
雄
の
孫
に
あ
た
る
鳥
丸
光
栄
（
寛
延
元
年
、
一
七
四
八
年
、
六
〇
才

残
）
は
、
武
者
小
路
実
陰
よ
り
約
三
十
才
ほ
ど
若
い
が
、
堂
上
歌
壇
に
お
い
て

実
陰
と
同
じ
様
に
、
ま
こ
と
論
を
唱
道
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
を
近
世
堂
上
歌

壇
に
お
け
る
ま
こ
と
歌
論
の
樹
立
完
成
者
と
い
う
事
が
で
き
る
。

 
歌
道
以
実
為
専
要
義
常
々
忘
却
有
る
べ
か
ら
ざ
る
事
。
 
（
和
歌
教
訓
十
五
ケ

 
条
）

 
凡
そ
よ
み
方
の
教
た
ゴ
一
な
り
。
一
は
心
の
真
実
な
り
。
思
ふ
所
の
誠
を
い

 
ひ
の
ぶ
る
よ
り
外
の
事
な
し
。
意
を
い
ひ
．
の
ぶ
る
は
実
意
、
景
を
い
ひ
の
ぶ

 
る
は
実
景
に
し
て
、
毫
末
も
実
に
そ
む
け
ば
歌
と
～
の
は
ず
。
 
（
内
裏
進
上

 
の
一
巻
）

 
歌
に
花
実
相
応
と
い
へ
る
を
花
実
等
分
と
心
得
る
は
甚
ち
が
ひ
な
り
。
花
三

 
分
実
七
分
な
み
を
花
実
相
応
と
い
ふ
な
り
。
 
（
鋼
玉
集
）

門
弟
に
示
し
た
和
歌
教
訓
の
十
五
ケ
条
の
第
｝
条
に
、
実
を
選
民
と
す
べ
き
事

を
述
べ
て
い
る
し
、
そ
の
他
の
歌
論
書
の
随
所
に
お
い
て
、
誠
、
実
、
真
実
、

実
情
、
実
意
、
実
景
、
あ
り
の
ま
㌧
に
よ
む
等
の
用
語
を
使
用
し
て
、
和
歌
は
・

ま
こ
と
を
第
一
と
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
心
は
思
っ
た
事
を
そ
の
ま
㌧

偽
ら
ず
表
す
、
素
材
は
実
景
そ
の
ま
～
実
事
そ
の
ま
㌧
を
、
あ
り
の
ま
㌧
に
表

す
べ
し
と
極
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
光
栄
の
歌
論
は
か
よ
う
に
、
ま
こ
と
理

念
を
確
立
し
た
意
味
に
お
い
て
、
近
世
的
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
一
面

に
お
い
て
ま
た
伝
襲
的
な
側
面
を
も
備
え
て
い
た
。
そ
の
例
を
示
せ
ば
、

 
た
と
へ
ば
血
の
涙
落
ち
て
ぞ
た
ぎ
つ
白
川
は
と
い
ふ
た
ぐ
ひ
、
李
白
が
白
髪

・
三
千
丈
な
ど
い
へ
る
偽
の
や
う
な
れ
ど
も
、
古
人
の
情
ふ
か
き
匝
ゑ
憂
喜
ど
．

 
も
、
其
情
ふ
か
き
所
よ
り
さ
や
う
に
見
ゆ
る
な
り
。
 
（
聴
玉
集
）

右
は
中
世
初
期
の
『
夜
の
鶴
』
に
あ
る
阿
佛
尼
の
論
理
を
そ
の
ま
㌧
継
承
し
た

の
で
あ
る
。
元
来
、
落
涙
を
川
に
見
立
て
た
り
、
落
花
を
雪
に
見
立
て
た
り
す

る
歌
の
表
現
法
は
、
比
喩
を
比
喩
的
表
現
に
し
な
い
で
、
そ
の
様
に
す
っ
か
り

見
ち
が
え
た
と
言
う
表
現
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
興
を
深
か
ら
し
め
よ

う
と
す
る
意
識
的
技
巧
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
写
実
的
表
現
と
は
言
え
な

い
。
こ
の
表
現
法
を
も
ま
こ
と
論
の
範
瞬
に
包
括
す
る
事
は
、
趣
向
的
表
現
を

も
ま
こ
と
美
の
歌
と
し
て
理
論
づ
け
た
い
と
言
う
意
欲
の
も
と
に
工
夫
さ
れ
た

論
法
で
あ
る
。
為
家
阿
佛
尼
時
代
か
ら
初
ま
っ
た
こ
の
論
法
を
、
光
栄
も
祖
述

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
次
の
様
な
例
も
あ
る
。

・
遍
照
の
歌
の
誠
す
く
な
し
と
あ
る
は
誠
の
至
り
た
る
な
り
。
 
（
中
略
）
遍
照
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〆

 
 
の
歌
か
や
う
に
情
を
十
分
に
い
ひ
つ
め
た
る
な
り
。
そ
れ
を
以
て
誠
す
く
な

 
し
と
い
へ
る
な
り
（
全
右
）

古
今
集
序
文
の
中
に
あ
る
遍
照
の
歌
の
批
評
の
『
そ
の
さ
ま
は
え
た
れ
ど
ま
こ

と
少
し
。
し
の
ま
こ
と
と
言
う
語
の
意
味
は
、
現
実
的
写
実
的
意
味
を
表
す
用

、
語
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
光
栄
は
、
ま
こ
と
の
極
地
は
ま
こ
と
少
し

と
合
一
す
る
と
言
う
逆
説
的
論
法
を
以
て
、
遍
照
の
知
解
的
趣
向
の
歌
を
も
、

ま
こ
と
美
の
中
に
包
括
し
よ
う
と
努
め
て
工
夫
し
た
論
法
な
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
中
世
に
お
け
る
野
守
鏡
に
お
い
て
、
『
実
あ
ら
ざ
る
を
実
と
す
べ
し
。
』
と

言
っ
た
源
書
房
の
論
法
を
、
そ
の
ま
㌧
演
繹
し
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
論
法

を
用
い
た
ら
、
ま
こ
と
美
の
特
質
は
ど
こ
に
あ
る
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

 
っ
て
、
歌
論
に
お
け
る
す
べ
て
の
美
意
識
は
、
ま
こ
と
理
念
と
区
別
が
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
光
栄
も
亦
二
条
派
家
学
の
枠
の
中
か
ら
脱
す
る
事
は

で
き
な
か
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
事
は
ま
た
次
の
様
な
論
議
の
中
に
も

表
れ
て
い
る
。

 
古
く
は
式
な
ど
あ
れ
ど
當
世
さ
り
あ
ふ
病
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
平
生
苦
し
か

 
ら
ず
。
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
歌
は
皆
病
な
り
。
 
（
聴
玉
集
）

と
言
っ
て
、
歌
病
の
論
を
斥
け
て
、
進
歩
的
意
見
を
述
べ
て
い
る
か
と
思
え

ば
、
ま
た
一
方
に
お
い
て
は
、

 
制
詞
先
達
加
難
関
図
書
々
覚
悟
す
べ
し
。
 
（
和
歌
教
訓
十
五
箇
条
）

と
因
襲
的
制
詞
の
法
を
墨
守
し
て
い
る
。
光
栄
も
亦
当
時
の
堂
上
歌
人
と
同
じ

様
に
、
新
蕾
二
つ
の
側
面
を
備
え
て
い
だ
の
で
あ
る
。

 
次
に
光
栄
も
亦
実
陰
と
同
じ
様
に
、
神
此
々
と
歌
道
習
合
論
を
述
べ
て
い

る
。

 
歌
ば
神
代
の
道
な
れ
ば
神
道
を
あ
が
む
る
事
は
い
ふ
に
及
ば
ず
、
佛
徳
又
崇

堂
上
歌
論
に
お
け
る
ま
こ
と

／

 
敬
す
べ
し
。
 
（
三
略
）
儒
教
一
々
和
歌
の
修
行
に
通
ず
。
 
（
内
裏
進
上
の
一

 
巻
）

 
論
語
大
学
の
大
意
合
点
な
く
し
て
は
す
ま
ぬ
こ
と
な
り
。
論
語
を
会
得
す
る

 
が
歌
に
は
第
一
な
り
。
賢
人
の
教
に
違
ふ
事
な
け
れ
ば
な
り
。
こ
～
を
以
て

 
歌
は
教
戒
の
端
と
も
い
ふ
な
る
べ
し
。
 
（
翠
玉
集
）

和
歌
は
崇
高
に
し
て
権
威
あ
る
第
一
芸
術
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
当
時
に
あ

っ
て
は
、
儒
教
佛
教
の
深
遠
な
る
教
理
と
歌
道
の
論
理
と
は
合
一
す
る
も
の
だ

と
い
う
考
え
方
が
生
れ
て
く
る
事
は
自
然
の
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
合
一

す
る
理
念
を
、
ま
こ
と
論
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
貴
族
文
人
の
文
芸

観
と
そ
の
世
界
観
と
の
基
盤
は
こ
の
ま
こ
と
の
理
念
で
あ
っ
た
。
近
世
堂
上
歌

壇
の
中
か
ら
、
い
ち
早
く
ま
こ
と
論
が
起
っ
た
因
由
も
こ
～
に
あ
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

次
に
光
栄
の
新
情
説
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
詠
歌
大
概
の
情
以
新
為
先
の
新
は
変
り
た
る
事
を
こ
し
ら
へ
て
言
は
ん
と
す

 
る
事
に
あ
ら
ず
。
 
（
中
略
）
新
し
き
と
い
ふ
は
め
い
く
の
実
情
よ
り
よ
む

 
事
な
り
。
 
（
聴
玉
食
）

 
た
ゴ
わ
が
ま
こ
と
よ
り
出
つ
る
所
お
の
つ
か
ら
新
し
き
な
り
。
 
（
内
裏
進
上

 
の
一
巻
）

定
家
歌
論
に
お
け
る
『
心
は
新
し
く
詞
は
古
く
』
と
言
う
心
の
意
味
は
、
 
「
求

人
愚
詠
之
心
上
之
」
の
心
で
あ
り
、
ま
た
『
心
は
深
く
」
の
心
で
あ
り
、
ま
た

『
有
心
体
』
の
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
心
が
近
世
堂
上
歌
壇
に
お
い
て
、
実
陰
の

『
本
心
に
か
へ
っ
て
思
ふ
」
と
な
り
、
更
に
光
栄
の
『
ま
こ
と
、
実
情
」
と
展

開
し
た
。
こ
の
ま
こ
ど
あ
る
歌
は
常
に
新
し
い
と
言
う
理
論
が
、
小
沢
藍
庵
の

新
情
説
へ
と
流
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
亦
、
実
陰
、
光
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栄
の
新
情
説
は
、
近
世
歌
論
展
開
史
上
に
お
い
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
以
上
の
様
に
近
世
初
期
に
お
け
る
堂
上
歌
論
は
、
ま
こ
と
論
に
関
し
て
、
近

．
世
歌
論
の
先
駆
的
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
る
が
、
他
の
｝
面
に
お
い
て
は
、
前
「

時
代
的
理
念
の
制
約
か
ら
脱
却
し
て
い
な
い
側
面
を
も
備
え
て
い
る
。
歌
学
を

家
学
と
し
て
伝
え
て
き
た
堂
上
の
因
襲
の
中
に
育
っ
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
た

と
え
優
秀
な
素
質
あ
る
人
物
が
出
て
も
、
格
式
を
重
ず
ん
る
制
約
を
破
る
事
は

不
可
能
に
近
い
環
境
に
在
っ
た
事
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
近
世
の
堂
上
貴
族
文

化
の
特
質
で
も
あ
る
し
、
ま
た
封
建
性
と
近
代
性
の
混
在
し
た
近
世
文
化
の
様

相
の
一
端
と
も
考
え
ら
れ
る
。

 
堂
上
歌
論
は
近
世
的
新
し
さ
と
、
前
時
代
的
古
さ
と
の
二
つ
の
側
面
を
持
ち

な
が
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
、
近
世
文
化
展
開
の
流
れ
の
中
に
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
歌
論
の
展
開
史
に
お
け
る
か
ぎ
り
、
近

世
歌
論
の
先
駆
的
位
置
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（ 90'）
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