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（ ）

 
香
川
景
樹
の
歌
論
は
近
世
に
お
け
る
革
新
的
歌
論
の
中
の
大
き
な
存
在
と
し

て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
細
か
に
分
析
す
れ
ば
、
彼
の
歌
論
は
革
新
的
と

い
う
よ
り
む
し
ろ
集
成
的
と
言
っ
た
方
が
至
当
で
あ
る
。
そ
の
集
成
の
根
幹
は

堂
上
歌
論
か
ら
発
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
日
本
歌
論
に
お

け
る
ま
こ
と
美
理
念
の
系
譜
の
中
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
位
置
す

る
在
り
方
に
関
し
て
再
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

 
景
樹
の
歌
論
は
複
雑
多
望
で
、
断
片
的
叙
述
が
多
く
、
所
々
に
破
綻
矛
盾
ら

し
い
点
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
好
意
的
に
整
理
し
て
、
合
理
的
組
織
に
要

約
す
れ
ば
お
よ
そ
次
の
様
に
な
る
。

 
歌
は
調
で
あ
る
。
調
は
人
の
誠
実
の
情
即
ち
ま
こ
と
の
自
ら
な
る
発
露
で
あ

る
。
だ
か
ら
調
は
歌
の
内
容
の
個
別
的
相
違
に
即
応
し
て
、
物
に
よ
り
事
に
よ

り
変
化
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
上
品
で
麗
し
い
と
言
う
一
定

不
変
の
美
の
範
囲
内
に
お
け
る
個
別
的
変
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら

ば
ま
こ
と
よ
り
出
た
調
は
天
地
に
通
じ
古
今
東
西
普
遍
的
で
あ
る
。
人
の
ま
こ

こ
ろ
も
天
地
の
心
も
尊
貴
に
し
て
美
し
い
。
故
に
歌
の
調
は
上
品
で
麗
し
い
と

言
う
事
が
基
本
的
前
提
と
な
る
。

 
歌
は
ま
こ
と
の
自
然
な
発
露
で
あ
る
か
ら
、
作
為
的
趣
向
を
求
め
て
は
な
ら

ぬ
。
し
か
し
真
心
よ
り
出
た
歌
は
天
地
の
調
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
巧
め
る
が
如

く
飾
れ
る
が
如
き
調
が
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
こ
こ
ろ
も
天
地
の

心
も
麗
し
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
麗
し
い
も
の
の
発
現
は
、
結
果
的
に
技
巧
的

修
飾
的
美
し
さ
を
呈
す
る
様
に
な
る
の
で
あ
る
。

 
歌
に
は
個
人
性
が
あ
り
、
か
つ
時
代
性
が
あ
る
が
、
個
人
性
は
そ
の
時
代
性

の
枠
の
中
で
の
変
化
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

 
歌
の
用
語
は
現
代
の
平
字
常
語
を
用
う
べ
き
で
、
わ
か
り
に
く
い
古
語
を
用

い
て
は
な
ら
ぬ
。
．

 
模
範
と
す
べ
き
歌
集
は
古
今
集
が
第
一
で
あ
る
。
萬
葉
集
新
古
今
上
草
庵
集

は
よ
く
な
い
。
し
か
し
実
物
に
向
か
っ
て
現
代
の
平
語
で
作
歌
す
る
の
が
一
番

よ
い
。

 
彼
は
歌
の
情
緒
内
容
と
し
て
の
ま
こ
と
と
形
象
と
し
て
の
調
と
を
二
本
の
柱

と
し
て
歌
論
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
美
的
趣
味
と
し
て
は
上
品

で
美
し
い
と
言
う
王
朝
貴
族
的
美
意
識
に
よ
っ
て
、
深
く
浸
潤
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
貴
族
的
美
意
識
が
二
本
の
柱
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
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留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
検
討
し
て
、
彼
の
歌
論
の
基

づ
く
源
流
と
、
そ
の
歌
論
史
上
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
と
思

，
つ
。

（二）

 
ま
ず
景
樹
の
歌
論
の
重
要
な
根
本
理
念
と
な
っ
て
い
る
ま
こ
と
論
に
つ
い
て

考
察
し
て
み
よ
う
。
彼
は
ま
こ
と
に
つ
い
て
、
実
物
実
景
実
情
と
い
う
事
を
強

調
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
堂
上
歌
論
に
お
け
る
ま
こ
と
論

と
比
較
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
景
樹
の
実
情
論
を
摘
記
す
れ
ば
、
ハ

 
実
物
実
景
に
向
い
て
さ
ら
さ
ら
と
よ
み
な
ら
ひ
給
へ
。
 
（
桂
園
遣
文
）

 
歌
は
唯
実
情
を
の
ぶ
る
の
み
。
 
（
全
右
）

 
た
ゴ
実
物
実
景
に
向
ひ
て
思
ふ
ま
㌧
を
す
ら
く
と
よ
み
出
で
む
に
は
お
の

 
つ
か
ら
調
と
㌧
の
ひ
て
愛
た
き
調
は
い
で
く
る
も
の
な
り
。
 
（
歌
学
提
要
）

右
の
様
に
景
樹
は
実
物
実
景
実
情
を
く
り
か
え
し
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

堂
上
歌
論
の
論
説
そ
の
ま
㌧
で
あ
る
。
堂
上
歌
論
に
お
い
て
も
、
ま
こ
と
美
の

理
念
は
そ
の
歌
論
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
例
証
を
挙
げ
れ

ば
、 

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
。
 
（
詞
林
拾
葉
）

 
一
慮
心
の
真
実
な
り
。
思
ふ
所
の
誠
を
言
ひ
の
ぶ
る
よ
り
外
の
こ
と
な
し
。

 
意
を
言
ひ
の
ぶ
る
は
実
意
、
景
を
言
ひ
の
ぶ
る
は
実
景
に
し
て
、
毫
末
も
実

 
に
そ
む
け
ば
歌
と
㌧
の
は
ず
。
 
（
内
裏
進
上
の
一
巻
）

右
の
引
用
文
に
よ
っ
て
、
景
樹
の
歌
論
と
堂
上
歌
論
と
を
比
較
す
れ
ば
、
桑
実

実
情
、
実
物
、
実
景
等
の
用
法
の
使
用
法
も
、
ま
た
そ
の
論
述
の
様
式
ま
で

も
、
実
に
よ
く
類
似
し
て
い
て
、
引
用
の
原
典
を
註
記
し
な
け
れ
ば
、
景
樹
の

歌
論
か
堂
上
歌
論
か
区
別
し
難
い
程
で
あ
る
。

 
景
樹
歌
論
の
実
情
論
は
小
沢
藍
庵
の
た
㌧
こ
と
歌
論
の
流
れ
を
汲
む
も
の
だ

と
言
わ
れ
て
い
る
。
景
樹
が
藍
庵
の
影
響
を
受
け
た
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
こ

の
ま
こ
と
論
議
に
お
い
て
は
、
藍
庵
よ
り
も
堂
上
歌
論
の
方
に
よ
り
多
く
そ
の

近
似
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
世
歌
論
か
ら
流
れ
て
来
た
歌
論
に
お
け

る
ま
こ
と
美
の
理
念
が
、
近
世
初
期
の
堂
上
歌
論
に
継
承
さ
れ
た
様
相
に
つ
い

て
は
、
別
集
に
お
い
て
指
摘
し
た
事
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
堂
上
歌
論
の

ま
こ
と
論
と
景
樹
歌
論
の
ま
こ
と
論
と
が
、
相
通
ず
る
も
の
だ
と
い
う
徴
証

は
、
両
者
の
歌
論
全
体
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
景
樹
は
そ
の
ま
こ
と
美
の
性
質
に
つ
い
て
、
実
物
実
景
実
事
を
対
象
と
し
て

実
情
を
あ
り
の
ま
～
に
端
的
に
表
現
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
趣
向
を
求
め
技
巧
を

こ
ら
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

 
詠
歌
に
趣
向
を
求
む
る
は
あ
る
ま
じ
き
業
な
り
。
 
（
歌
学
提
要
）

な
ど
と
く
り
か
え
し
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
一
方
に
お
い
て
は
、

 
歌
は
思
ふ
ま
㌧
を
述
ぶ
る
も
の
に
侍
れ
ど
、
あ
り
の
ま
㌧
を
言
ふ
も
の
に
あ

 
ら
ず
。
 
（
桂
園
遺
文
）

 
実
景
と
い
へ
ば
と
て
見
聞
く
あ
る
が
ま
㌧
を
の
み
云
ふ
も
の
な
ら
ん
や
。
 
（

 
歌
学
提
要
）

と
言
っ
て
実
物
実
景
諭
に
相
反
す
る
異
な
事
も
言
っ
て
い
る
。
景
樹
の
歌
論
に

は
、
か
よ
う
に
自
家
撞
着
ら
し
い
言
論
が
随
所
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
問
題
に
関
し
て
は
、
次
の
様
な
彼
の
言
説
に
注
意
を
向
け
て
み
よ
う
。

 
誠
実
よ
り
成
れ
る
歌
は
や
が
て
天
地
の
調
に
し
て
、
空
ふ
く
風
の
物
に
つ
き

 
て
そ
の
声
を
な
す
が
如
く
、
あ
た
る
物
と
し
て
基
調
を
得
ざ
る
事
な
し
。
 
（
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中
略
）
是
や
が
て
情
の
物
に
ふ
る
＼
形
容
な
り
。
さ
る
な
か
に
お
の
つ
か
ら

 
調
な
り
て
、
巧
め
る
が
如
く
飾
れ
る
が
如
く
、
其
奇
妙
（
ア
ヤ
）
た
ぐ
ふ
「
べ

 
き
も
の
な
き
に
至
る
は
、
天
地
の
中
に
こ
の
誠
よ
り
眞
精
（
マ
グ
ハ
シ
）
き

 
も
の
な
く
、
こ
の
誠
よ
り
純
美
（
ウ
ル
ハ
シ
）
き
物
な
け
れ
ば
な
り
。
さ
れ

 
ば
往
古
の
歌
は
お
の
つ
か
ら
調
を
な
せ
る
と
い
ふ
べ
く
、
意
を
用
ひ
て
調
べ

 
な
し
た
る
物
と
思
へ
る
は
大
言
（
イ
タ
ク
タ
ガ
）
へ
る
事
な
り
。
 
（
新
学
異

 
見
）

ま
ご
こ
ろ
の
自
然
の
発
露
と
し
て
出
来
た
歌
は
、
巧
め
る
が
如
く
飾
れ
る
が
如

き
歌
と
な
る
。
そ
れ
は
誠
が
天
地
間
に
お
い
て
最
も
純
美
だ
か
ら
で
あ
る
虚
言

っ
て
い
る
。
純
粋
優
美
な
も
の
は
結
果
的
に
は
修
飾
的
技
巧
的
美
し
さ
を
呈
し

て
発
現
さ
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
無
技
巧
無
作
為

で
作
歌
し
て
も
、
誠
よ
り
成
っ
た
歌
は
、
結
果
的
に
は
技
巧
的
修
飾
的
優
美
な

作
品
と
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
論
法
は
無
技
巧
を
基
本
と
す
る
ま
こ

と
論
と
、
趣
向
的
技
巧
的
実
作
の
歌
風
と
の
矛
盾
の
溝
を
埋
め
て
、
両
者
を
調

和
し
、
正
当
化
す
る
た
め
の
理
論
的
根
拠
を
、
ま
こ
と
は
最
高
の
美
な
り
と
言

う
命
題
に
求
め
元
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
複
雑
多
岐
な
歌
論
を
構
成
す

る
要
素
を
、
ま
こ
と
の
理
念
を
以
て
統
一
し
一
元
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
類
似
し
た
言
説
は
中
世
歌
論
や
近
世
堂
上
歌
論
に
も
存
在
す
る
。

阿
佛
尼
の
夜
の
鶴
に
お
い
て
は
、
ま
こ
と
歌
論
の
写
実
主
義
を
主
張
し
な
が

ら
、
ま
た
一
方
に
お
い
て
は
落
花
を
雪
と
見
立
て
花
を
雲
と
見
立
て
る
等
の
趣

向
的
表
現
法
に
対
し
て
、
作
者
が
そ
れ
を
真
実
と
思
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
事
実

に
反
す
る
事
で
も
、
ま
こ
と
の
歌
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
て
、
ま
こ
と

の
写
実
主
義
を
拡
大
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
論
法
は
中
世
以
来
継
承
さ
れ
て
、

近
世
の
堂
上
歌
論
に
も
、
類
似
の
拡
大
論
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
に

桂
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の
べ
た
景
樹
の
ま
こ
と
論
も
、
堂
上
歌
論
に
お
け
る
こ
の
様
な
論
法
の
流
れ
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
ゴ
両
者
の
相
違
す
る
点
は
、
中
世
近
世
の
堂
上
歌
論

に
お
い
て
は
、
趣
向
的
見
立
を
、
作
者
が
そ
の
様
に
錯
覚
し
て
、
真
実
そ
の
様

に
思
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
様
に
表
現
し
た
の
だ
と
言
う
形
式
的
浅
薄
な
論
理

に
甘
ん
じ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
景
樹
の
場
合
は
、
ま
こ
と
は
最
高
の
美
で
あ

る
。
最
高
の
美
は
修
飾
的
技
巧
的
美
し
さ
を
呈
す
る
か
ら
、
結
果
的
に
修
飾
的

技
巧
的
作
品
が
、
自
然
に
発
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
点
に
お
い
て
、
そ
れ

が
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
に
し
て
も
、
一
応
の
進
展
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
景
樹
の
こ
の
論
議
は
、
堂
上
歌
論
の
ま
こ
と
論
の
展
開
で
あ
る

事
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

 
近
世
の
ま
こ
と
論
に
は
、
眞
渕
を
申
心
と
す
る
万
葉
的
霊
告
美
志
向
の
ま
こ

と
論
と
、
古
今
集
ま
た
は
中
世
歌
風
の
平
淡
美
志
向
の
ま
こ
と
論
と
の
二
・
つ
の

流
れ
が
あ
る
。
そ
の
中
の
平
淡
美
志
向
の
ま
こ
と
論
に
は
、
堂
上
歌
論
を
愛
心

恥と
す
る
拡
大
解
釈
的
ま
こ
と
論
と
小
沢
藍
庵
の
正
常
ま
こ
と
論
と
が
あ
る
事
は

別
面
に
お
い
て
指
摘
し
た
事
が
あ
る
が
、
景
樹
の
ま
こ
と
論
は
拡
大
解
釈
的
ま

こ
と
論
と
言
う
意
味
に
お
い
て
、
堂
上
歌
論
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
景
樹
の
ま
こ
と
論
は
小
沢
藍
建
を
経
て
展
開
し
た
も
の

で
は
な
く
、
堂
上
歌
論
よ
り
直
接
流
れ
出
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

 
景
樹
が
新
学
異
見
を
書
い
た
文
化
八
年
は
、
村
田
春
海
の
残
し
た
年
で
あ
っ

て
、
加
藤
千
蔭
は
そ
の
三
年
前
に
残
し
、
麓
庵
も
宣
長
も
七
年
前
に
残
し
て
い

が
 る

。
ま
し
て
彼
は
真
渕
よ
り
ず
っ
と
後
世
の
人
物
で
あ
る
。
彼
の
時
代
に
お
い

て
は
、
歌
論
に
お
け
る
ま
こ
と
論
は
歌
壇
に
広
く
流
布
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
景
樹
歌
論
の
ま
こ
と
理
念
の
源
流
を
、
た
ゴ
一
個
所
だ
け
に

固
定
し
て
考
え
る
事
は
で
き
な
い
が
、
彼
の
ま
こ
と
論
の
根
幹
が
堂
上
歌
論
に
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直
接
つ
な
が
る
事
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
地
下
で
は
あ
る
が
堂
上
歌

壇
に
属
す
る
香
川
家
の
養
子
と
な
っ
た
景
樹
に
と
っ
て
は
、
後
に
反
逆
者
の
様

な
立
場
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
堂
上
歌
壇
の
空
気
が
、
彼
の
意
識
す
る
と
し
な

い
と
に
拘
ら
ず
、
彼
の
文
学
理
念
に
浸
潤
憎
て
い
た
事
は
い
な
ま
れ
な
い
事
で

あ
る
。
近
世
歌
論
史
上
に
お
い
て
、
ま
こ
と
論
議
に
つ
い
て
最
も
早
い
時
期
に

最
も
熱
心
に
唱
道
し
た
の
は
堂
上
歌
人
で
あ
っ
た
。
景
樹
歌
論
の
ま
こ
と
も
ま

た
こ
の
堂
上
歌
論
の
ま
こ
と
を
源
流
と
し
て
、
そ
れ
に
藍
庵
を
初
め
と
し
て
当

時
の
歌
壇
に
お
け
る
一
般
的
文
芸
思
潮
の
影
響
の
も
と
に
生
育
し
た
も
の
乏
見

る
の
が
至
当
の
見
解
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
三

 
 
 
 
 
 
 
 
（

 
次
に
景
樹
が
上
品
で
優
美
典
雅
な
美
を
高
く
評
価
し
た
事
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
う
。
景
樹
は
歌
の
調
に
つ
い
て
、
『
せ
は
し
き
こ
と
は
せ
は
し

く
、
強
き
も
の
に
は
強
き
が
調
の
と
㌧
の
へ
る
な
り
。
』
と
言
っ
て
、
個
別
的

変
化
あ
る
調
を
整
っ
た
調
と
言
っ
て
い
る
か
と
思
え
ば
、
一
方
で
は
上
品
で
美

し
い
調
と
言
う
一
定
の
調
を
最
高
の
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。
吉
沢
義
則
氏
は

前
者
を
象
徴
調
と
、
後
者
を
型
調
と
名
づ
け
て
お
ら
れ
る
。
 
（
註
1
）
景
樹
が

こ
の
相
反
す
る
二
種
の
調
を
強
調
し
て
い
る
事
は
矛
盾
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
彼
は
ま
た
上
品
優
美
な
調
を
基
と
し
て
、
そ
の
枠
内
に
お
い
て

個
別
的
変
化
を
生
ず
べ
き
だ
と
言
う
論
法
に
よ
っ
て
、
矛
盾
を
統
一
し
て
い
る

と
考
え
る
事
も
で
き
る
。
こ
の
事
は
曽
て
別
稿
に
お
い
て
こ
れ
を
指
摘
し
た
事

が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
象
徴
調
は
、
型
調
即
ち
優
美
流
麗
な
調
と
い

う
絶
対
的
調
の
基
盤
の
上
に
お
け
る
変
化
で
あ
る
と
理
解
す
る
事
も
で
き
る
の

で
あ
る
。

 
景
樹
は
清
く
上
品
で
麗
し
く
尊
貴
の
風
の
あ
る
歌
の
調
に
対
し
て
、
情
的
に

は
執
拗
な
ほ
ど
の
魅
力
を
感
じ
、
知
的
に
は
最
高
の
評
価
を
理
論
づ
け
よ
う
と

努
め
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
び
 
9
 
一
、
∵
3
．

 
さ
ら
さ
ら
と
事
も
な
く
上
品
に
う
る
は
し
く
人
な
ら
ば
尊
貴
の
風
俗
あ
る
や

 
う
に
な
し
た
く
候
。
さ
る
を
調
と
㌧
の
ふ
と
申
候
コ
 
（
随
所
師
説
）

 
大
や
う
は
み
や
び
や
か
に
詠
む
事
に
て
、
み
や
び
と
云
は
品
よ
き
に
て
、
上

、
品
に
い
や
し
か
ら
ず
、
如
何
な
る
高
貴
の
み
前
に
て
し
ら
べ
あ
げ
て
も
恥
し

 
か
ら
ず
候
や
う
に
云
く
だ
す
を
よ
く
調
ぶ
る
と
申
候
也
。
、
（
前
壷
）

か
よ
う
な
清
く
上
品
で
優
美
な
歌
が
、
最
高
の
歌
で
あ
る
と
い
う
根
拠
を
、
彼

は
如
何
に
し
て
理
論
づ
け
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
第
一
に

ま
こ
と
の
理
念
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
う
つ
高
く
う
る
は
し
き
は
天
地
の
心
に
て
や
が
て
天
地
の
調
な
り
。
馨
し
ら

 
べ
陰
森
た
る
を
よ
き
歌
と
す
。
い
は
ゆ
る
よ
こ
し
ま
な
き
性
情
の
声
に
て
真

 
の
し
ら
べ
な
り
。
こ
の
誠
心
の
う
る
は
し
き
こ
と
は
新
学
異
見
に
も
組
申
し

 
と
き
侍
り
し
が
、
天
地
の
声
な
る
故
に
あ
め
つ
ち
感
ず
る
に
た
や
す
く
、
真

 
心
の
し
ら
べ
な
る
が
故
に
お
に
鬼
の
哀
慈
ふ
か
し
。
 
（
桂
園
遺
文
）

眞
心
は
麗
し
い
。
天
地
の
心
も
麗
し
く
貴
い
。
翻
心
よ
り
出
た
歌
は
天
地
に
通

じ
貴
く
麗
し
い
っ
故
に
尊
く
麗
し
い
歌
は
最
高
の
美
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
の
理

論
で
あ
り
か
つ
信
念
で
あ
っ
た
。
堂
上
歌
論
に
お
い
て
は
、
歌
道
は
昏
昏
佛
の

世
界
観
に
通
ず
る
と
い
う
理
論
が
行
わ
れ
て
い
た
。
歌
は
誠
を
根
本
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
歌
の
誠
は
儒
学
に
お
け
る
大
学
の
誠
に
通
ず
る
。
ま
こ
と
の
歌

は
そ
の
根
本
理
念
に
お
い
て
、
倫
理
に
も
宗
教
に
も
ま
た
天
下
の
政
道
に
も
相

通
ず
る
と
こ
ろ
の
最
高
の
第
一
芸
術
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
註
2
）
景
樹
の
『
誠
の
歌
は
天
地
の
心
に
通
ず
る
』
と
い
う
世
界
観
的
文
芸

（72）



論
は
、
こ
の
堂
上
歌
論
の
ま
こ
と
論
と
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
に
し
て
景
樹
は
優
美
を
最
高
の
美
と
評
価
す
る
理
論
的
根
拠
を
ま

こ
と
の
理
念
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ま
こ
と
歌
論
は
、
古
代
中
世
を
経
て

近
世
の
堂
上
歌
論
へ
と
展
開
し
て
き
た
ま
こ
と
論
の
流
れ
を
承
け
た
も
の
で
あ

る
。
同
時
に
ま
た
ま
こ
と
は
天
地
に
通
ず
る
が
故
に
貴
く
麗
し
い
と
い
う
理
論

も
、
堂
上
歌
論
に
お
い
て
唱
道
さ
れ
た
ま
こ
と
論
議
の
展
開
で
あ
る
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
景
樹
の
優
美
尊
貴
の
文
芸
美
に
対
す
る
理
論
的
知
性
的
意
識
は
堂

上
歌
論
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
と
見
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
は
景
樹
の
美
意
識
に
関
す
る
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
他
に
彼
の
感
性
的
趣
味
的
好
尚
に
よ
っ
て
、
彼
の
美
意
識
が
左
右

さ
れ
た
事
も
見
逃
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
彼
の
歌
論
全
体
を
総
合
的
に
考
察
す

れ
ば
、
王
朝
貴
族
的
美
意
識
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
。

 
所
謂
さ
や
か
な
る
は
文
華
の
風
に
し
て
、
お
の
つ
か
ら
都
風
（
ミ
ヤ
ビ
）
な

 
る
べ
く
、
強
き
は
質
朴
の
気
象
に
し
て
お
の
つ
か
ら
鄙
俗
（
ヒ
ナ
ビ
）
た
る

 
べ
き
理
な
り
。
 
（
新
学
異
見
）

 
雄
々
し
く
強
き
は
質
朴
の
体
な
る
べ
し
。
質
朴
の
鄙
し
か
ら
ん
は
理
り
の
上

 
に
し
て
論
な
き
こ
と
な
り
。
 
（
全
右
）

と
言
っ
て
、
万
葉
集
の
強
く
質
朴
の
歌
風
を
賎
し
い
と
し
て
排
斥
し
、
古
今
集

の
上
品
優
美
な
歌
風
を
文
化
的
都
風
と
し
て
尊
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
理
論
的
に

は
偏
見
で
あ
る
。
こ
れ
は
感
情
的
な
好
み
の
問
題
で
あ
る
ゆ
眞
心
は
美
し
い
と

言
う
の
は
正
し
い
が
、
そ
の
美
し
さ
を
貴
族
的
優
美
の
美
し
さ
の
み
に
限
定
し

て
考
え
た
彼
の
見
解
は
偏
見
で
み
る
。
爆
心
の
美
し
さ
は
優
美
の
み
な
ら
ず
、

剛
健
素
撲
な
美
し
さ
そ
の
他
各
種
の
美
の
様
式
を
呈
し
て
発
現
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
何
ら
の
老
慮
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
な
く
、
誠
は
美
し

桂
園
歌
論
の
源
流

い
、
美
し
い
も
の
は
上
品
で
貴
族
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
飛
躍
的
独
断
的
に

結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
た
考
え
方
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
彼
の
感
情
的
転
向
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
彼
の
一
方
的
に

偏
し
た
趣
味
は
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
の
感
情
の
問
題

で
あ
る
か
ら
、
彼
の
天
姓
と
環
境
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
景
樹
は
そ
の
人
と
な
り
が
、
科
学
的
理
論
的
性
格
で
な
く
、
芸
術
応
仁
の
潔

癖
な
性
格
で
あ
っ
た
事
は
、
彼
の
経
歴
や
言
行
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
こ
と
で

あ
る
。
彼
の
か
よ
う
な
性
格
が
、
彼
の
か
よ
う
な
趣
味
の
生
育
の
第
一
の
理
由

で
あ
ろ
う
。
次
に
彼
は
若
年
に
し
て
、
堂
上
雲
上
歌
人
と
歌
風
を
ひ
と
し
く
す

る
歌
壇
に
親
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
後
に
堂
上
歌
壇
の
反
逆
者
の
よ
う
な
立
場
に

な
っ
た
け
れ
ど
も
、
京
都
と
い
う
風
土
と
そ
の
歌
壇
の
空
気
と
は
、
彼
が
意
識

す
る
と
し
な
い
と
に
拘
ら
ず
、
彼
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
は
言

わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
景
樹
の
上
品
優
美
を
尊
重
す
る
文

芸
上
の
貴
族
趣
味
は
、
古
代
中
世
か
ら
継
承
さ
れ
て
来
た
雲
上
堂
上
歌
壇
に
お

け
る
貴
族
趣
味
の
流
れ
を
承
け
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
の
歌
論
が
堂

上
歌
論
の
系
譜
に
位
置
す
る
こ
と
は
、
こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
否
定
で
き
な
い

事
実
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
四

 
 
 
 
 
 
 
 
（

 
以
上
は
景
樹
歌
論
の
ま
こ
と
論
と
貴
族
的
美
意
識
と
が
、
堂
上
歌
論
の
流
れ

を
承
け
た
も
の
だ
と
い
う
事
に
関
し
て
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る

が
、
次
に
景
樹
の
歌
論
が
前
人
の
歌
論
を
集
成
し
た
も
の
だ
と
い
う
事
に
つ
い

て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
景
樹
の
用
語
論
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

 
今
の
世
の
歌
は
今
の
世
の
辞
に
し
て
今
の
世
の
調
に
あ
る
べ
し
。
 
（
新
学
異

（73）



 
見
）

 
古
言
を
の
み
雅
な
り
と
し
て
常
言
を
俗
と
賎
し
み
て
執
ら
ざ
る
は
臭
体
な
り

 
と
お
の
れ
を
厭
ふ
に
似
た
り
。
 
（
歌
学
提
要
）

と
言
っ
て
現
代
の
平
言
常
語
を
用
い
て
作
歌
す
べ
き
事
を
主
張
し
て
い
る
。
こ

れ
は
小
沢
藍
庵
が
、

 
人
情
は
古
今
を
通
じ
て
一
般
な
り
と
い
へ
ど
も
言
語
は
其
時
世
の
う
つ
る
に

 
し
た
が
ふ
。
 
（
或
問
）

と
言
う
た
ゴ
こ
と
歌
の
平
語
論
と
通
ず
る
。
こ
の
藍
庵
の
論
は
ま
た
堂
上
歌
論

に
お
け
る
『
常
の
言
葉
に
て
さ
ら
く
と
理
り
を
云
ひ
て
聞
ゆ
る
様
に
よ
む
べ

し
。
』
 
（
光
雄
卿
御
口
授
）
と
言
う
歌
論
に
通
ず
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
景

樹
の
平
語
主
義
は
堂
上
歌
論
か
ら
小
沢
強
国
へ
流
れ
て
来
た
平
語
論
の
系
列
で

あ
る
。

 
堂
上
歌
論
の
平
語
論
も
藍
庵
の
平
語
論
も
、
共
に
現
代
に
通
用
す
る
わ
か
り

易
い
語
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
当
時
の
会
話
語
で
は
な
く
し
て
、
文

人
間
に
文
章
語
と
し
て
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
、
即
ち
平
安
朝
時
代
語
を

基
と
し
た
擬
古
文
中
の
平
易
な
普
通
語
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
景
樹
の
言
う

平
語
も
そ
れ
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
景
樹
は

 
歌
は
平
語
の
精
微
な
る
も
の
曇
り
。
 
（
桂
園
遺
文
）

と
言
っ
て
、
歌
語
と
平
語
と
の
相
違
す
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
歌
語
と
し
て

調
を
と
・
の
え
る
に
は
、
平
語
の
ま
㌧
で
は
い
け
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
当
然
の
論
理
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
彼
が
論
難
排
斥
し
た
縣
門
一
派
の

雅
言
主
義
と
似
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
σ
そ
れ
獄
と
も
か

く
と
し
て
、
景
樹
の
平
語
主
義
の
源
流
は
、
薦
庵
の
た
ゴ
こ
と
歌
を
経
て
、
堂

上
歌
論
か
ら
流
れ
出
た
も
の
と
い
う
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
，

 
次
に
景
樹
の
古
今
集
尊
重
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

 
古
今
集
の
み
見
給
へ
。
 
（
中
略
）
同
じ
く
は
古
今
集
も
見
ず
し
て
実
物
に
む

 
か
ひ
て
今
の
平
語
に
て
よ
み
給
ふ
べ
し
。
 
（
桂
園
遺
文
）

実
物
実
感
の
表
現
を
理
想
と
す
る
が
、
模
範
と
す
べ
き
古
典
は
古
今
集
を
第
一

と
す
る
と
言
っ
て
い
る
，
ま
た
彼
は
畢
世
の
事
業
と
し
て
古
今
集
正
義
を
著
作

し
て
い
る
。
彼
が
如
何
に
古
今
集
に
傾
倒
し
た
か
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
事
で

あ
る
。
彼
の
実
作
の
歌
が
多
少
の
変
化
は
あ
る
に
し
て
も
、
古
今
穿
初
歌
風
に

塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
も
そ
れ
は
わ
か
る
の
で
あ
る
。
藍
庵
も
ま
た
無

法
無
師
を
第
一
義
と
す
る
が
、
金
作
の
勉
強
の
手
段
と
し
て
模
範
と
す
る
歌
集

は
古
今
集
が
最
も
よ
い
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
景
樹
の
古
A
コ

集
尊
重
論
は
藍
庵
の
説
を
そ
の
ま
～
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
藍
庵
の
系
列

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
次
に
歌
の
時
代
性
個
人
性
の
認
識
に
基
づ
く
ど
こ
ろ
の
現
代
主
義
尚
今
主
義

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

 
名
歌
の
調
は
天
地
の
中
に
孕
り
図
り
て
し
ら
ず
く
そ
の
大
御
是
く
の
風

 
体
（
ス
ガ
タ
）
を
な
す
も
の
な
り
。
ま
た
人
々
の
性
（
ウ
マ
レ
）
の
ま
～
に

 
稟
け
た
る
調
あ
り
。
そ
は
お
の
く
異
に
し
て
其
面
の
か
は
れ
る
が
如
し
。

 
し
か
各
異
な
り
と
い
へ
ど
も
そ
の
大
御
世
の
す
が
た
を
ば
出
る
べ
か
ら
ず
。

 
（
新
学
異
見
）

と
言
っ
て
、
歌
の
時
代
性
と
個
人
性
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
個
性
は
時

代
性
の
基
盤
の
範
囲
内
に
お
け
る
変
化
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
時

代
性
の
認
識
か
ら
、
彼
の
現
代
主
義
寺
今
主
義
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
現
代

の
歌
は
現
代
の
風
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
用
語
は
現
代
の
語
で
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
現
代
風
と
い
う
の
は
、
当
時
の
歌

壇
界
に
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
風
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
京
都
を
中

心
と
し
て
世
間
一
般
に
広
く
流
行
し
て
い
る
一
般
的
歌
風
を
指
す
こ
と
に
な

る
。
そ
の
時
代
に
現
実
に
存
在
す
る
文
学
思
潮
の
中
に
は
、
新
し
い
時
代
の
思

潮
も
あ
れ
ば
旧
来
の
伝
襲
的
思
潮
も
あ
る
。
現
代
尊
重
の
思
想
は
そ
の
新
旧
両

面
の
思
潮
を
う
け
容
れ
る
事
に
な
る
。
景
樹
の
尚
今
主
義
も
結
局
そ
の
様
な
も

の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
景
樹
は
革
新
的
歌
論
を
唱
道
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
旧
，

来
の
思
想
、
即
ち
古
代
中
世
か
ら
近
世
へ
と
流
れ
て
来
た
歌
論
に
包
含
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
の
王
朝
貴
族
趣
味
に
浸
潤
さ
れ
た
美
意
識
を
継
承
す
る
結
果
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

 
次
に
景
樹
の
調
の
説
の
源
流
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
彼
の
歌
論
の
中

核
と
な
っ
て
い
る
調
の
説
は
、
賀
茂
真
心
の
調
の
説
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。

彼
が
新
学
異
見
を
著
し
た
の
は
文
化
八
年
で
あ
っ
て
、
真
摯
の
残
し
た
明
和
六

年
か
ら
四
二
年
後
で
あ
る
。
彼
は
同
書
に
よ
っ
て
真
渕
の
調
の
説
を
口
を
極
，

め
て
論
難
し
て
い
る
。
歌
の
韻
律
に
関
す
る
歌
論
的
意
識
は
、
遠
く
古
代
か
ら

発
生
し
て
い
る
し
、
歌
論
書
に
も
色
々
の
用
語
を
以
て
論
述
さ
れ
て
い
る
が
、

調
と
い
う
用
語
を
用
い
て
明
確
な
歌
論
的
発
言
を
し
た
の
は
真
渕
に
初
ま
る
。

景
樹
が
真
渕
の
反
対
の
立
場
に
あ
る
こ
と
を
如
何
に
強
調
し
て
も
、
景
樹
の
調

の
説
の
源
流
は
真
渕
に
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

景
樹
は
真
渕
の
調
の
説
を
採
り
入
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
富
士
谷
御
杖
の

言
霊
説
を
併
用
し
て
調
の
文
学
的
価
値
を
強
調
す
る
こ
と
に
役
立
て
～
い
る
。

景
樹
の
言
霊
説
は
所
々
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
門
弟
の
八
田
知
紀
が
景
樹

の
説
と
し
て
述
べ
た
も
の
に
次
の
様
な
記
録
が
あ
る
。

 
師
の
随
筆
の
中
に
、
か
し
こ
く
も
我
水
穂
の
国
は
皇
土
清
潔
に
し
て
其
食
や

桂
園
歌
論
の
源
流

 
潔
そ
の
声
や
清
、
こ
れ
神
の
霊
の
感
通
し
て
或
は
幸
は
ふ
と
言
は
れ
た
り
。

 
是
を
崇
め
て
言
霊
と
云
ふ
。
そ
の
幸
は
ふ
声
に
調
べ
な
す
を
歌
と
は
云
へ
り

 
云
々
。
 
（
立
塩
）
な
ど
と
い
は
れ
た
り
。
 
（
調
の
直
路
）

我
が
国
民
の
声
は
清
朗
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
声
に
神
が
感
磨
す
る
。
之
を
言
霊

と
言
う
。
そ
の
声
が
調
と
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
調
も
誠
が
な

け
れ
ば
言
霊
の
力
を
失
う
。

 
一
た
び
此
誠
を
失
ふ
と
き
は
其
雅
韻
共
に
乱
れ
て
彼
言
霊
も
何
に
よ
り
て
か

 
幸
は
㌧
む
。
さ
れ
ば
こ
の
調
階
ひ
て
乱
れ
ざ
ら
ん
を
ま
こ
と
の
歌
と
は
い
ふ

 
め
り
。
 
（
古
今
和
歌
集
正
義
総
論
）

と
も
言
っ
て
い
る
。
音
声
と
言
霊
と
ま
こ
と
を
関
連
づ
け
る
事
に
よ
っ
て
、
調

の
価
値
を
絶
対
的
な
も
の
ま
で
に
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
景
樹
は

そ
の
歌
論
の
根
幹
で
あ
る
調
の
論
を
真
渕
よ
り
得
て
、
そ
れ
に
御
杖
の
言
霊
の

説
を
加
味
し
た
の
で
あ
る
。
こ
㌧
に
も
景
樹
が
当
時
の
文
壇
歌
壇
に
お
け
る
文
，

芸
思
潮
を
広
く
集
大
成
し
て
、
独
自
の
歌
論
を
構
成
し
た
跡
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

 
以
上
景
樹
の
平
語
論
、
古
今
集
尊
重
論
、
尚
々
主
義
、
調
の
論
が
、
先
人
の

歌
論
の
集
成
で
あ
る
事
を
明
ら
か
し
た
。
な
お
ま
た
彼
の
ま
こ
と
の
理
念
と
優

美
尊
重
思
想
と
は
堂
上
歌
論
を
源
流
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
彼

は
近
世
末
期
の
京
都
歌
壇
に
現
れ
て
、
近
世
に
お
け
る
先
人
の
諸
々
の
歌
論
を

集
成
し
て
、
自
己
の
歌
論
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
歌
の
調
に
つ
い
て

力
説
し
て
い
る
の
景
樹
の
歌
論
の
特
質
は
調
の
説
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の

も
当
然
で
あ
る
。
そ
の
調
の
説
を
支
え
る
文
学
理
念
は
、
ま
こ
と
美
の
理
念
で

あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
ま
こ
と
美
の
景
樹
的
特
質
は
上
品
優
美
の
文
芸
美
で
あ

る
。
彼
が
意
識
す
る
と
せ
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
自
分
の
こ
の
美
意
識
か
ら
脱
す

（75）

、



る
事
は
で
き
な
か
っ
た
。
．
彼
の
歌
論
に
矛
盾
が
あ
り
、
破
綻
が
あ
る
と
言
わ
れ

る
因
由
も
、
彼
が
こ
の
美
意
識
に
捉
わ
れ
て
い
た
事
か
ら
発
し
た
不
徹
底
の
言

論
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
歌
は
ま
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
か
ら
、
端
的
の
感
を
無

技
巧
に
調
べ
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
な
が
ら
、
一
方
面
お
い
て
は
趣
向
あ

る
歌
を
是
認
す
る
様
な
言
説
を
な
し
て
、
そ
れ
を
ま
こ
と
は
最
高
の
美
だ
か

ら
、
ま
こ
と
の
歌
は
結
果
的
に
技
巧
的
修
飾
的
な
も
の
に
な
る
と
言
う
論
理
に

よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
事
も
、
ま
た
真
勇
が
万
葉
集
を
尊
重
し
た
古

典
主
義
を
攻
撃
し
な
が
ら
、
自
分
は
古
今
集
を
尊
重
し
て
、
そ
の
当
今
主
義
を

あ
い
ま
い
な
も
の
に
し
た
事
も
、
ま
た
平
語
現
代
語
主
義
を
主
張
し
な
が
ら
、

雅
言
主
義
に
似
た
様
な
結
果
に
な
っ
た
事
も
、
其
の
他
色
々
の
不
徹
底
な
歌
論

は
、
そ
れ
を
好
意
的
に
同
情
的
に
推
定
解
釈
す
れ
ば
、
一
応
矛
盾
の
な
い
理
論

体
系
に
組
織
立
て
～
理
解
す
る
こ
と
も
で
．
き
る
け
れ
ど
、
彼
の
歌
論
は
完
全
な

組
織
的
歌
論
と
言
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
も
の
が
あ
る
。
 
一
体
こ
れ
は
ど
こ
に

そ
の
原
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
の
王
朝
貴
族
的
美
意
識
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
上
品
で
麗
し
い
美
が
最
高
の
美
で
あ
る
と
い
う
断
定
は
、
科
学
的

論
理
を
超
え
た
圭
大
意
識
で
あ
る
。
彼
が
真
諦
の
調
の
説
を
堂
々
と
論
難
し
て
揮

ら
な
か
っ
た
自
信
は
、
こ
の
美
意
識
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
万
葉
集

の
素
撲
美
を
賎
し
い
と
し
て
、
古
今
集
の
優
美
を
高
く
評
価
し
た
事
も
、
こ
の

美
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
美
意
識
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
王
朝
時
代

以
来
、
和
歌
は
朝
廷
の
も
て
あ
そ
び
ご
と
と
し
て
貴
ば
れ
て
来
た
貴
族
趣
味
で

あ
っ
て
、
雲
上
堂
上
歌
壇
に
継
承
さ
れ
て
来
た
文
学
理
念
で
も
あ
っ
た
。
景
樹

の
歌
論
は
、
こ
の
様
な
王
朝
貴
族
的
美
意
識
に
彩
ら
れ
た
・
ま
こ
と
理
念
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
た
調
の
論
を
中
軸
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

 
し
た
が
っ
て
桂
園
歌
論
の
主
流
は
、
堂
上
歌
論
か
ら
直
接
に
流
れ
出
た
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
傍
流
と
し
て
、
堂
上
歌
論
か
ら
麓
庵
を
経
て
注
い
だ
も
の

と
、
真
渕
等
か
ら
流
れ
注
い
だ
も
の
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
景
樹
歌
論
の
系
譜
を

分
析
す
れ
ば
、
前
述
し
た
通
り
に
、
壮
美
素
撲
美
を
志
向
す
る
ま
こ
と
論
と
対

訳
的
な
位
置
に
あ
る
と
こ
ろ
の
、
平
淡
美
優
美
を
志
向
す
る
ま
こ
と
論
で
あ

る
。
そ
の
平
淡
美
ま
こ
と
論
の
申
に
あ
っ
て
は
、
正
常
ま
こ
と
論
に
対
立
す
る

と
こ
ろ
の
拡
大
ま
こ
と
論
の
系
列
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
ま
こ
と
理
念
は
、

貴
族
的
優
美
に
支
え
ら
れ
拘
束
さ
れ
た
ま
こ
と
論
で
あ
る
。
こ
の
貴
族
的
美
意

識
は
堂
上
雲
上
歌
論
の
体
質
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
景
樹
は
継
承
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
桂
園
歌
論
の
根
幹
は
堂
上
歌
論
に
源
流
を
発
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
古
今
集
序
に
源
を
発
し
、
申
世
近
世
へ
と

流
れ
て
き
た
歌
論
に
お
け
る
ま
こ
と
の
系
譜
に
位
置
す
る
こ
と
は
論
ず
る
ま
で

も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

（
註
-
）

，
（
註
2
）

吉
沢
義
則
著
国
語
国
文
の
研
究
・
-
香
川
景
樹
の
し
ら
べ
に
つ

い
て
。

武
者
小
路
実
陰
講
述
詞
林
拾
葉
-
和
歌
の
本
意
は
誠
意
の

み
。
大
学
に
誠
意
の
終
り
は
治
國
平
天
下
に
あ
ら
ず
や
。
意
を

誠
に
す
る
は
和
歌
に
す
ぎ
た
る
な
し
と
考
ふ
れ
ば
儒
釈
神
道
も

歌
道
に
こ
も
れ
り
。
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