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富
士
谷
御
杖
の
歌
論
は
特
殊
な
様
式
を
備
え
て
い
る
の
で
、
当
時
の
歌
壇
に

お
け
る
異
質
の
存
在
と
し
て
、
歌
論
史
上
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
、
未
だ
必
ず

し
も
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
御
杖
歌
論
の
特
質
は
何
で
あ
る
か
、
'
ま

た
そ
れ
が
歌
論
史
上
乃
至
文
化
史
の
流
れ
の
中
に
お
い
て
、
い
か
な
る
位
置
を

占
め
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

 
要
す
る
に
御
杖
歌
論
は
文
学
と
神
道
と
の
習
合
思
想
で
あ
っ
て
、
歌
論
と
し

て
み
れ
ば
神
道
的
歌
論
で
あ
り
、
神
道
と
し
て
み
れ
ば
歌
論
的
神
道
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
側
面
か
ら
検
討
し
て
み
る
事
が
必
要
で
あ
る
。

 
念
の
た
め
に
最
初
に
彼
の
神
道
的
歌
論
の
要
点
を
簡
単
に
要
約
し
て
み
れ

ば
、
人
心
は
そ
の
所
思
所
欲
に
よ
っ
て
一
方
に
偏
渇
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
偏

心
（
ヒ
ト
ヘ
ゴ
コ
ロ
）
と
言
う
。
偏
心
と
言
う
も
の
は
善
悪
直
建
直
何
れ
に
偏

っ
て
も
よ
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
偏
心
を
そ
の
ま
～
行
為
に
表
出
す

れ
ば
禍
を
招
く
も
の
で
あ
る
か
ら
慎
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
慎
む
と
は
時
宜
を
顧
る

こ
と
で
あ
る
。
時
宜
と
は
宜
し
く
然
る
旧
き
時
期
の
熟
す
る
事
を
言
う
。
時
宜

を
顧
る
方
法
は
畏
愛
に
よ
る
。
畏
と
は
禍
の
来
る
こ
と
を
お
そ
れ
る
こ
と
で
あ

る
ρ
愛
と
は
幸
福
の
来
る
の
を
楽
し
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
畏
愛
を
以
て
偏
心

を
す
か
し
抑
え
る
事
が
神
道
で
あ
る
。

 
し
か
し
こ
の
畏
愛
で
偏
心
が
す
か
し
抑
え
ら
れ
な
い
で
益
ぐ
激
し
く
な
る
こ
」

と
が
あ
る
。
こ
れ
を
一
向
心
（
ヒ
タ
ブ
ル
ゴ
コ
ロ
）
と
言
う
。
一
向
心
は
抑
え

難
く
、
さ
り
と
て
そ
の
ま
、
行
為
に
表
せ
ば
時
宜
を
破
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

時
そ
の
所
思
所
欲
を
歌
に
詠
出
す
る
と
、
一
向
心
が
慰
め
ら
れ
て
時
宜
を
全
う

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
歌
を
真
言
（
マ
コ
ト
）
と
言
い
そ
の
心
を
真
心
（

マ
ゴ
コ
ロ
）
と
言
う
。

 
そ
の
造
作
の
方
法
は
、
言
い
た
い
事
を
そ
の
ま
～
直
言
せ
ず
、
慎
み
抑
え
て

言
外
に
所
思
を
含
め
る
方
法
、
即
ち
倒
語
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
言
外
の

意
を
し
ろ
し
め
す
神
の
霊
を
言
霊
と
言
う
。
だ
か
ら
そ
の
倒
語
の
文
学
的
表
現

が
神
人
を
感
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
真
（
マ
コ
ト
）
の
歌
で
あ
る
。
だ

か
ら
真
の
歌
に
は
古
風
も
近
体
も
な
い
。
．
歌
の
模
範
と
す
べ
き
は
三
代
集
を
目

標
と
し
て
、
万
葉
集
八
代
集
諸
家
集
を
広
く
見
る
事
で
あ
る
。

 
神
道
が
な
け
れ
ば
歌
道
は
あ
り
得
な
い
し
、
歌
道
が
な
け
れ
ば
神
道
は
完
成

し
な
い
。

 
こ
の
他
に
も
色
々
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
要
に
応
じ
て
後
述
す
る
事
に
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し
て
、
留
意
す
べ
き
特
質
は
お
よ
そ
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
神
道
と

歌
道
と
を
結
合
し
組
立
て
㌧
、
人
問
の
日
常
生
活
に
お
け
る
実
践
道
徳
行
為

・
を
、
心
理
的
に
規
正
す
る
方
法
と
し
た
の
で
あ
る
。

（二）

 
そ
こ
で
御
杖
の
思
想
の
神
道
的
側
面
の
検
討
か
ら
初
め
た
い
と
思
う
。
御
杖

の
歌
論
的
神
道
を
神
道
と
し
て
み
る
と
、
そ
の
特
色
に
つ
い
て
言
え
ば
、
第
一

に
彼
の
神
道
は
宗
教
と
し
て
の
思
想
形
成
を
主
た
る
任
務
と
し
て
、
宗
教
的
儀

'
禮
行
事
に
は
意
を
用
い
ず
、
教
団
を
組
織
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
事
で
あ
る
。

神
道
を
神
社
神
道
皇
室
神
道
民
間
神
道
教
派
神
道
学
派
神
道
に
分
類
す
る
方
法

に
よ
れ
ば
、
御
杖
の
神
道
は
学
派
神
道
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
に
お
け

る
儒
家
神
道
や
復
古
神
道
は
、
大
体
学
派
神
道
か
又
は
そ
れ
に
近
い
性
質
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
申
で
特
に
純
粋
な
学
派
神
道
と
し
て
は
、
．
、
林
羅
山

の
面
当
心
地
神
道
が
あ
る
。
羅
山
は
『
卜
祝
随
役
神
道
、
是
ハ
不
可
。
社
家
祢

宜
神
主
祝
部
輩
、
祭
礼
神
事
、
時
々
社
内
ヲ
掃
除
シ
或
ハ
被
祝
詞
宣
命
ナ
ド
読

上
ル
事
ノ
役
人
也
」
（
神
道
伝
授
）
と
言
っ
て
い
る
。
神
社
の
宗
教
行
法
を
ト
祝

随
役
神
道
と
称
し
て
軽
侮
し
て
い
る
。
ま
た
熊
沢
勝
山
は
『
今
世
に
神
道
と
い

へ
る
は
昔
の
社
家
の
法
な
り
。
神
道
に
は
あ
ら
で
神
職
の
人
の
心
用
ひ
の
作
法

な
り
。
』
 
（
大
学
或
間
）
と
言
っ
て
、
社
家
神
道
の
神
社
行
事
を
専
ら
と
す
る

事
を
、
神
道
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
羅
山
や
蕃
山
の
儒
家
神
道
の
立
場
か

ら
は
、
神
社
の
祭
式
行
事
な
ど
は
真
の
神
道
で
は
な
く
て
、
神
道
に
関
す
る
宗

教
思
想
の
形
成
こ
そ
重
要
だ
と
す
る
考
え
方
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
学
派

神
道
と
し
て
の
特
質
を
具
備
し
て
い
る
神
道
論
で
あ
る
。
御
杖
の
神
道
説
に
は
，

他
の
神
道
に
対
す
る
批
判
言
説
は
見
ら
れ
な
い
が
、
神
道
思
想
を
形
成
し
論
述

し
た
の
み
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
純
粋
の
学
派
神
道
と
し
て
、
羅
山
や
蕃
山
の

神
道
と
共
に
近
世
の
新
し
い
神
道
の
系
列
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
第
二
に
、
御
杖
神
道
の
特
色
は
文
学
と
習
合
し
た
神
道
で
あ
っ
て
、
し
か
も

そ
れ
は
歌
道
を
神
道
の
上
に
置
い
た
文
主
神
従
の
神
道
で
あ
る
事
で
あ
る
。
右

に
述
べ
た
様
に
、
偏
心
が
神
道
で
抑
制
で
き
な
い
時
に
、
詠
歌
を
以
て
心
を
安

定
調
和
さ
せ
る
と
し
た
点
に
お
い
て
、
神
道
よ
り
も
歌
道
の
方
が
、
人
生
的
価

値
が
優
位
に
あ
る
之
考
え
た
の
で
あ
る
。
民
俗
宗
教
と
し
て
発
生
し
た
日
本
の

神
道
は
、
外
来
の
創
唱
宗
教
た
る
仏
教
と
習
合
し
、
仏
主
神
従
の
宗
教
思
想
と

な
っ
た
。
本
地
の
仏
が
神
と
な
っ
て
日
本
に
垂
跡
し
た
と
言
う
思
想
も
、
両
部

神
道
の
考
え
方
も
、
す
べ
て
仏
教
を
神
道
よ
り
優
位
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
中

世
に
至
っ
て
、
吉
田
兼
々
の
元
本
宗
源
唯
一
神
道
や
、
度
会
行
忠
等
の
神
道
五

部
書
に
見
ら
れ
る
伊
勢
神
道
の
思
想
に
お
い
て
、
神
道
を
優
位
に
置
い
て
、
他

を
従
と
す
る
神
道
思
想
が
唱
道
さ
れ
た
け
れ
ど
、
教
義
内
容
に
お
い
て
は
、
仏

儒
の
思
想
を
借
り
用
い
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
近
世
に
至
っ
て
、
理
当
心
地
神

道
の
林
重
重
や
、
伊
勢
神
道
の
度
会
延
佳
や
、
理
学
神
道
の
吉
川
雨
足
、
ま
た

は
垂
加
神
道
の
山
崎
闇
斎
等
に
よ
っ
て
、
仏
教
色
を
神
道
か
ら
払
拭
し
て
、
儒

教
を
そ
の
代
り
に
置
き
か
え
た
神
道
思
想
が
唱
え
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
吉
川
惟

足
や
度
会
洞
南
や
山
崎
闇
斎
等
は
、
神
主
儒
生
の
立
場
を
と
っ
た
が
、
林
羅
山

は
朱
子
学
の
理
気
の
説
を
以
て
神
道
思
想
を
形
成
し
て
、
儒
主
神
従
の
考
え
方

を
採
っ
た
。
御
杖
の
歌
論
神
道
が
、
‘
歌
主
神
従
の
立
場
を
採
っ
た
事
は
、
羅
山

の
儒
主
神
従
の
儒
の
代
り
に
歌
を
置
い
た
も
の
だ
と
見
れ
ば
、
御
杖
の
神
道
は

裏
山
神
道
の
系
列
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
御
杖
神
道
の
第
三
の
特
色
は
、
神
は
心
に
宿
る
と
言
っ
て
、
神
道
を
心
の
問
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題
と
し
た
事
で
あ
る
。

 
人
と
い
ふ
は
神
を
身
内
に
宿
し
た
る
も
の
㌧
名
な
り
。
神
と
い
ふ
は
人
の
身

 
内
に
宿
り
た
る
も
の
を
い
ふ
也
。
 
（
中
略
）
こ
の
人
身
中
の
神
な
に
物
ぞ
と

 
い
ふ
に
、
人
か
な
ら
ず
理
欲
の
二
つ
あ
り
て
、
そ
の
欲
を
つ
か
さ
ど
る
を
ば

 
神
と
い
ひ
、
理
を
つ
か
さ
ど
る
を
ば
人
と
い
ふ
。
 
（
中
略
）
神
道
と
は
選
外

 
に
出
だ
し
が
た
き
所
欲
を
い
ふ
な
り
。
さ
れ
ば
い
は
ゆ
る
孝
悌
忠
信
の
た
ぐ

 
ひ
も
、
そ
の
生
ず
る
母
は
人
事
な
る
こ
と
し
る
け
れ
ば
、
た
ゴ
入
欲
を
だ
に

 
尽
せ
ば
孝
悌
忠
信
は
教
へ
ず
し
て
自
つ
か
ら
生
ず
べ
き
な
り
。
 
（
中
略
）
し

 
か
る
を
善
に
片
よ
り
悪
を
忌
み
て
い
か
で
か
天
地
と
長
久
を
等
し
う
す
べ

 
き
。
 
（
古
事
記
燈
）

こ
の
御
杖
の
百
う
所
に
よ
っ
て
、
第
一
に
留
意
す
べ
き
は
、
神
は
入
の
心
に
宿

る
ど
い
う
事
で
あ
る
。
林
羅
山
は
，
「
神
田
天
地
之
霊
也
。
心
立
神
明
玉
梓
也
。

舎
ハ
家
也
。
」
 
（
神
道
伝
授
）
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
度
会
延
佳
も
『
心
は
神

の
舎
と
い
へ
ば
も
と
よ
り
人
の
心
中
に
神
は
や
ど
り
ま
し
ま
せ
ど
も
云
々
。
」

（
陽
旧
記
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
神
道
五
部
書
の
中
の
一
つ
た
る
造
伊

勢
二
所
太
神
宮
宝
基
本
記
に
『
心
は
乃
ち
神
明
の
顧
た
り
。
心
神
を
傷
る
こ
と

遮
れ
。
』
と
あ
る
の
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
心
に
神
が
宿
る

と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
、
御
杖
の
神
道
は
伊
勢
神
道
や
窯
印
心
地
神
道
の
系

列
と
し
て
、
心
性
究
明
の
倫
理
論
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
し
か
ら
ば
身
内
に
宿
る
神
は
、
如
何
な
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
え
ぱ

御
杖
は
神
は
人
心
の
所
欲
を
司
る
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
孝
悌
忠
信
の
善
徳

も
す
べ
て
所
欲
の
た
め
に
生
れ
る
も
の
で
あ
る
。
善
に
偏
り
悪
を
忌
み
嫌
っ
て

は
、
天
地
と
同
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
事
に
よ
れ
ば
、
所
欲

と
は
人
間
の
自
然
の
情
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
人
の
理
知
的
判
断
の
み
に
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よ
っ
て
は
、
天
地
の
実
体
も
人
間
の
本
性
も
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
善

も
悪
も
同
じ
く
人
の
自
然
の
情
か
ら
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
の
本

性
即
ち
所
欲
を
司
る
の
が
身
中
の
神
で
あ
る
。
御
杖
は
ま
た
こ
う
言
っ
て
い
る
。

 
よ
き
に
か
た
よ
る
言
も
悪
し
き
に
か
た
よ
る
言
と
も
に
罪
あ
る
が
故
に
善
祓

 
悪
罵
は
教
へ
た
ま
へ
る
に
て
、
或
は
善
く
或
は
悪
し
き
、
こ
れ
を
た
皮
よ
ふ

 
と
云
。
 
（
中
略
）
善
き
も
悪
し
き
も
か
た
よ
る
を
た
ゴ
よ
ふ
と
名
づ
け
ら
れ

 
し
は
、
よ
き
あ
し
き
の
中
を
言
行
と
せ
よ
と
の
御
教
な
り
。
 
（
中
略
）
こ
の

 
中
、
儒
の
い
は
ゆ
る
中
庸
の
中
に
あ
ら
ず
、
仏
の
い
は
ゆ
る
三
諦
の
申
に
も

 
あ
ら
ず
。
天
地
の
ふ
た
つ
を
具
足
せ
む
が
た
め
の
中
な
り
。
 
（
万
葉
漁
燈
）

善
に
も
悪
に
も
か
た
よ
ら
な
い
自
然
の
情
と
言
う
の
は
、
人
心
の
綜
合
的
調
和

を
指
す
の
で
あ
る
。
善
も
悪
も
包
摂
し
た
全
体
的
本
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

そ
れ
は
天
地
の
本
体
と
合
一
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
の
神
道
哲
学
な
の

で
あ
る
。
そ
の
心
性
の
調
和
を
安
定
じ
、
神
に
通
ず
る
道
は
、
・
畏
愛
の
慎
に
よ

っ
て
偏
心
を
規
正
す
る
か
、
ま
た
は
詠
歌
に
よ
っ
て
一
向
心
を
慰
め
る
か
の
方

法
に
よ
る
。
そ
こ
で
御
杖
は
慎
と
ま
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。

 
神
道
の
む
ね
と
す
る
は
慎
な
り
。
慎
と
は
所
思
所
欲
を
お
ろ
か
に
出
さ
ず
、

 
よ
く
時
宜
を
か
へ
り
見
る
を
云
ふ
。
さ
て
そ
の
時
宜
を
か
へ
り
み
る
べ
き
や

 
う
い
か
に
と
い
ふ
に
、
坤
軸
の
ふ
た
つ
を
も
て
わ
が
所
思
を
校
正
（
カ
ン
ガ

 
ヘ
タ
ダ
）
す
也
。
畏
と
は
身
に
禍
の
来
べ
き
を
か
ね
て
誤
る
㌧
な
り
。
愛
と

 
は
身
に
福
の
来
る
べ
き
こ
と
を
た
の
し
む
也
。
 
（
北
辺
髄
脳
）

禍
を
畏
れ
福
を
愛
す
る
心
を
以
て
、
所
思
所
欲
を
簡
単
に
外
部
に
表
出
し
な
い

よ
う
に
し
て
慎
む
事
が
神
道
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
神
道
で
偏
心
を
抑
制
で
き

な
い
で
、
益
ζ
所
欲
が
激
b
く
一
向
心
と
な
っ
た
時
は
、
．
詠
歌
に
よ
っ
て
一
向

心
を
慰
め
て
規
正
す
る
。
そ
の
歌
は
真
言
（
マ
コ
ト
）
で
あ
る
。

（53）

、



、

〆

◎

 
こ
れ
そ
め
時
宜
を
や
ぶ
ら
じ
が
た
め
に
、
さ
ば
か
り
の
ひ
た
ぶ
る
心
を
も
慰

 
め
た
る
そ
の
歌
ぬ
し
の
真
言
な
れ
ば
、
神
人
お
の
つ
か
ら
か
ま
け
あ
は
れ
み

 
て
、
か
の
思
ひ
捨
て
た
る
所
欲
に
達
す
る
こ
と
、
偏
へ
に
五
典
（
註
1
）
そ

 
な
は
れ
る
が
故
に
て
候
。
 
（
中
略
）
真
は
も
と
や
む
こ
と
を
得
ざ
る
こ
と
あ

 
る
と
、
心
に
於
て
あ
ら
は
る
～
も
の
な
り
。
さ
れ
ば
真
心
と
は
外
に
時
宜
あ

 
り
、
内
に
欲
情
あ
り
て
や
む
こ
と
を
得
ず
思
ひ
な
れ
る
心
を
云
ひ
、
真
言
と

 
は
真
心
と
な
り
か
ね
た
る
時
や
む
こ
と
を
得
ず
歌
ひ
捨
つ
る
歌
を
云
ひ
真
為

 
と
は
真
言
を
も
て
慰
む
れ
ど
も
な
ほ
真
心
と
な
り
が
た
き
時
、
ま
こ
と
に
や

 
む
こ
と
を
得
ず
ふ
る
ま
ふ
言
行
を
云
・
ふ
。
（
興
言
辮
）

要
す
る
に
慎
に
よ
っ
て
真
に
究
極
す
る
事
が
、
実
践
倫
理
の
心
的
過
程
な
の
で

あ
る
。

 
元
来
こ
の
慎
と
真
の
倫
理
思
想
は
、
古
来
の
神
道
に
お
い
て
、
称
え
ら
れ
て

来
た
理
念
で
あ
る
。
そ
の
系
譜
を
た
ど
れ
ば
、
・
中
世
の
吉
田
神
道
に
お
い
て
、

す
で
に
真
の
思
想
が
表
れ
て
い
る
。
吉
田
兼
倶
（
永
正
八
年
残
）
は
、
唯
一
神

道
名
法
要
集
に
お
い
て
『
真
と
は
神
舞
。
（
中
略
）
入
に
真
無
け
れ
ば
神
を
御
す

る
能
は
ず
』
と
言
っ
て
真
の
精
神
を
強
調
し
て
い
る
。
同
じ
く
中
世
の
伊
勢
神

道
の
宝
基
本
記
に
あ
る
『
神
叩
は
祈
祷
を
以
て
先
と
な
し
冥
加
は
正
直
を
以
て

本
と
な
す
』
の
正
直
と
言
ふ
倫
理
思
想
は
、
用
語
は
違
う
が
ま
こ
と
の
理
念
と

相
通
ず
る
。
山
崎
闇
斉
も
亦
こ
れ
を
継
承
し
て
同
じ
様
な
事
を
言
っ
て
い
る
。

度
会
延
佳
は
陽
復
記
に
『
心
の
さ
び
を
去
る
は
大
学
の
誠
意
の
工
夫
』
と
言

っ
て
、
大
学
の
意
を
誠
に
す
る
の
説
を
借
り
用
い
て
い
る
。
ま
た
『
神
の
祈
を

う
け
た
ま
ふ
と
請
け
た
ま
は
ざ
る
は
其
人
の
誠
と
不
誠
と
に
あ
る
事
な
り
。
』

（
陽
復
記
）
と
も
言
っ
て
誠
を
く
り
か
え
し
唱
え
て
い
る
。
理
学
神
道
を
唱
道

し
た
吉
川
惟
足
は
特
に
ま
こ
と
の
説
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
玉
伝
秘
訣
に

「
春
ノ
草
木
ノ
メ
グ
ミ
ハ
天
ノ
誠
ノ
ア
ラ
ハ
ル
ル
ナ
リ
。
人
ノ
恵
ト
云
製
図
真

（
マ
コ
下
）
ヨ
リ
発
（
オ
コ
）
ル
。
 
（
中
略
）
誠
早
天
徳
也
。
』
と
言
っ
て
い

る
。
御
杖
の
ま
こ
と
の
説
は
こ
の
様
な
神
道
界
に
お
け
る
ま
こ
と
の
説
の
流
を

承
け
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
慎
の
説
は
吉
川
惟
足
の
土
金
之
秘
決
に
見
え
る
。
『
敬
（
ツ
ツ
シ
ミ
）
ハ
土

シ
マ
ル
ト
云
訓
義
。
シ
マ
ル
秘
中
金
也
。
敬
モ
土
金
ノ
ニ
ツ
ゾ
。
土
金
ハ
一
気

ノ
一
理
ゾ
。
天
地
モ
敬
ヨ
リ
開
ケ
タ
リ
。
』
と
言
っ
て
、
敬
即
ち
慎
は
早
し
ま

る
の
転
じ
た
語
で
、
天
地
も
つ
つ
し
み
か
ら
開
け
た
と
い
う
世
界
観
を
勝
て
、

い
る
。
山
崎
閣
斎
は
前
人
の
神
道
思
想
を
継
承
し
て
、
こ
れ
と
同
じ
説
を
唱
え

て
い
る
。
 
（
註
2
）
、

ま
た
惟
足
の
子
吉
川
三
従
の
神
道
説
に
、
時
宜
の
説
が
あ
る
。

 
諌
順
ト
ハ
君
ノ
ア
ヤ
マ
チ
ヲ
見
テ
諌
ム
ル
ニ
怒
テ
受
ケ
ラ
レ
ザ
レ
バ
重
ネ
テ

'
時
宜
ヲ
伺
ヒ
此
ヲ
イ
サ
ム
。
 
（
神
簾
盤
境
之
大
事
）

こ
の
時
宜
の
語
は
、
適
当
な
時
を
見
は
か
ら
つ
て
行
う
、
と
言
う
意
味
で
あ

6
。
漢
籍
に
も
古
来
時
々
見
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
が
、
御
杖
の
神
道
説
に
お
け

る
時
宜
の
語
も
、
こ
れ
と
同
じ
様
な
意
味
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
御
杖

の
『
慎
」
『
真
』
『
時
宜
』
の
説
は
、
こ
れ
ら
の
先
輩
の
神
道
説
と
無
関
係
と

は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
様
に
神
道
の
．
系
譜
を
た
ど
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
御
杖
の
神
道
説
は

日
本
古
来
の
神
道
思
想
の
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
直
接
に
は
近
世
初
頭

の
世
羅
山
等
に
よ
っ
て
初
め
ら
れ
た
学
派
神
道
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ

る
。
学
派
神
道
は
教
団
を
つ
く
る
こ
と
な
く
し
て
、
大
衆
化
す
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
が
、
学
者
文
人
為
政
者
等
の
文
化
人
の
間
に
普
及
し
て
、
政
治
的
に
毛

倫
理
的
に
も
思
想
的
影
響
を
与
え
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
近
世
の
社
会
及

（54）



び
歴
史
の
中
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
御
杖
の
歌
論
的
神
道
も

こ
の
様
な
意
味
に
お
け
る
学
派
神
道
の
系
譜
に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

 
次
に
学
派
神
道
と
し
て
の
御
杖
の
神
道
の
宗
教
思
想
．
は
、
慎
と
真
と
を
基
本

理
念
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
敬
（
慎
）
誠
（
真
）
と
い
う
宗
教
理
念
は
、

中
世
以
来
の
神
道
の
各
派
に
共
通
す
る
理
念
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
右
に
例
証

を
あ
げ
て
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
御
杖
神
道
は
、
日
本
の

神
道
の
正
統
な
系
譜
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
宗
教
理
念
に
関
し
て
、
他

の
諸
ζ
の
神
道
は
仏
儒
ま
た
は
陰
陽
五
行
説
等
の
世
界
観
を
借
り
用
い
て
論
理

的
体
系
を
組
織
し
た
の
に
対
し
て
、
御
杖
は
所
欲
に
基
づ
く
『
中
』
、
換
言
す

れ
ば
善
悪
直
謝
直
を
統
合
包
摂
し
た
全
体
的
調
和
の
自
然
の
情
を
基
盤
と
す
る

と
こ
ろ
の
慎
、
と
真
、
と
の
世
界
観
を
形
成
し
て
、
哲
学
的
根
拠
と
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
彼
の
神
道
的
思
想
は
斬
新
な
神
道
思
想
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

 
ま
た
古
来
の
神
道
は
儒
仏
等
と
習
合
し
た
の
に
対
し
て
、
御
杖
の
神
道
は
歌

道
と
習
合
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
復
古
神
道
が
古
道
研
究
に
基
づ
い
て
純
粋

の
日
本
神
道
の
姿
に
還
る
事
を
翼
求
し
た
事
と
共
に
、
御
杖
も
亦
純
粋
の
日
本

的
文
化
の
歌
道
と
習
合
し
た
と
い
う
異
味
に
お
い
て
、
日
本
文
化
的
神
道
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
ま
た
「
所
欲
」
お
よ
び
「
申
」
の
用
語
を
用
い
て
、

・
善
悪
を
包
摂
統
合
し
た
調
和
あ
る
自
然
の
心
性
は
、
天
地
の
真
理
を
具
足
し
た

も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
歌
道
神
道
の
神
道
哲
学
と
し
た
事
は
、
芸
術
倫
理
宗
教

の
渾
然
た
る
調
和
を
認
識
し
た
芸
術
的
人
間
的
宗
教
思
想
で
あ
る
。
こ
の
様
な

意
味
に
お
い
て
、
御
杖
の
歌
論
的
神
道
は
、
日
本
神
道
の
古
来
の
系
譜
に
つ
な

が
る
と
共
に
、
純
粋
の
日
本
古
来
文
化
と
習
合
し
た
と
こ
ろ
の
文
主
神
従
の
宗

富
士
谷
御
杖
の
歌
論
の
系
譜

教
と
し
て
、
近
世
的
進
歩
的
思
想
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（三）

 
以
上
述
べ
た
事
は
神
道
的
側
面
に
つ
い
て
検
討
じ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
次

に
歌
論
的
側
面
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
御
杖
の
神
道
的
歌
論
の

、
特
質
と
し
て
留
意
す
べ
き
事
は
、
倒
語
、
言
霊
、
真
、
の
理
念
で
あ
る
。
徴
証

を
あ
げ
る
と
、

 
歌
よ
む
べ
き
心
得
は
そ
の
情
よ
き
に
も
あ
れ
あ
し
き
に
も
あ
れ
、
、
お
の
れ
よ

 
り
言
ひ
出
で
ず
し
て
、
そ
の
情
を
ば
人
よ
り
察
し
来
る
べ
く
詞
を
つ
く
る
を

 
肝
要
な
ヶ
と
心
得
べ
し
。
よ
く
も
あ
し
く
も
あ
れ
、
わ
が
思
ふ
情
を
や
が
て

、．

ｾ
ひ
出
つ
る
を
言
挙
と
い
ふ
。
 
（
中
略
）
直
言
せ
ず
し
て
思
ふ
事
成
る
は
こ

 
れ
神
の
力
に
よ
れ
り
。
神
柄
（
カ
ミ
ガ
ラ
）
神
在
随
（
カ
ン
ナ
ガ
ラ
）
な
ど
、

 
よ
め
る
こ
れ
也
。
こ
れ
を
ば
言
霊
と
言
ふ
。
 
（
中
略
）
倒
語
す
る
は
所
詮
は

 
言
は
ま
ほ
し
き
事
を
つ
つ
し
む
な
り
。
（
中
略
）
倒
語
と
は
言
の
つ
づ
け
ぎ
ま

 
を
い
ふ
名
也
。
言
霊
と
は
詞
の
外
に
、
所
思
の
言
は
ず
し
て
こ
も
れ
る
所
を

 
し
ろ
し
め
す
神
の
霊
を
申
す
也
と
知
る
べ
し
。
神
武
天
皇
の
御
掛
に
能
五
二

 
認
歌
倒
語
一
、
掃
二
蕩
揺
氣
一
。
倒
語
船
用
起
二
乎
蒐
一
。
と
あ
る
こ
れ
な
り
。

 
こ
の
詞
の
道
、
神
武
天
皇
の
御
世
よ
り
お
こ
れ
り
し
と
み
る
べ
し
。
 
（
万
葉

 
集
燈
）

歌
は
思
を
直
叙
せ
ず
に
、
人
が
内
容
を
推
察
し
て
知
る
様
な
表
現
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
、
な
い
。
人
が
ひ
た
ぶ
る
心
を
す
ぐ
さ
ま
言
行
に
表
出
し
な
い
様
に
慎
ん

で
、
そ
れ
で
も
激
情
を
抑
え
き
れ
な
い
で
詠
出
し
た
歌
は
、
倒
語
の
表
現
法
に

な
る
。
だ
か
ら
そ
の
歌
は
詞
の
外
に
真
情
が
こ
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
言
霊
と

な
る
。
倒
語
は
神
武
天
皇
時
代
か
ら
添
っ
た
の
で
あ
る
。
万
葉
集
に
は
我
が
国

（55）嘱

．
 
 
、



ノ

は
言
挙
せ
ぬ
国
と
あ
る
が
、
言
挙
は
直
言
で
あ
る
。
直
言
レ
な
い
事
は
吾
が
国

古
来
の
風
習
で
あ
る
。
直
言
せ
ず
し
て
倒
語
す
る
こ
と
が
詠
歌
の
法
で
あ
る
。

そ
の
歌
の
心
を
真
心
と
言
ひ
、
そ
の
歌
の
詞
を
真
言
と
い
う
。
言
霊
の
語
は
万

葉
集
の
巻
十
三
の
人
麿
の
歌
の
、
志
貴
島
倭
国
者
事
霊
之
所
佐
国
叙
真
福
在
與

曽
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
言
霊
は
神
人
に
通
じ
て
不
思
議
の

幸
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
御
杖
の
倒
語
と
言
霊
と
ま
こ
と
の
考
え
方

で
あ
る
。

 
な
お
ま
た
御
杖
は
、
言
霊
は
歌
の
詞
に
は
宿
る
が
、
通
常
の
言
語
に
は
宿
ら

な
い
と
言
っ
て
い
る
。

 
元
来
言
語
は
無
形
な
り
。
詠
歌
は
有
形
な
り
。
形
と
は
文
字
の
数
、
句
の
藪

 
な
ど
あ
る
故
に
云
ふ
。
凡
そ
形
な
き
も
の
に
は
霊
と
ど
ま
ら
ず
、
形
あ
る
も

 
の
に
は
霊
と
ゴ
ま
り
て
死
せ
ず
。
 
（
真
言
辮
）

歌
は
音
数
律
が
あ
る
か
ら
有
形
だ
が
、
言
語
は
そ
れ
が
無
い
か
ら
無
形
だ
と
言

う
考
え
方
は
、
歌
の
詩
歌
と
し
て
の
文
学
的
形
式
が
、
実
用
的
言
語
と
、
そ
の

芸
術
性
と
い
う
点
に
お
い
て
異
る
事
を
言
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
こ
の

有
形
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
現
代
の
文
学
論
で
言
え
ば
、
文
学
形
象
に
当
る

様
な
も
の
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
文
学
的
作
品
た
る
歌
の
詞

に
言
霊
が
宿
る
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
言
葉
に
霊
が
宿
る
わ
け
で
は
な
い
と

言
う
の
で
あ
る
。
言
霊
と
い
う
神
秘
的
宗
教
的
性
質
を
、
特
に
文
学
的
言
語
の

み
に
存
在
す
る
と
規
定
し
た
点
に
、
御
杖
の
歌
論
が
宗
教
と
習
合
し
た
哲
学
的

根
拠
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
ま
た
御
杖
の
歌
論
に
は
、
詞
に
表
裏
境
が
あ
る
と
い
う
論
が
あ
る
。
こ
れ
は

詞
と
い
う
詞
に
は
、
自
ら
備
っ
て
い
る
も
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
所
を
み
る
と
、

意
識
的
に
作
っ
た
隠
喩
的
表
現
や
寓
意
的
言
語
を
指
す
の
で
な
く
し
て
、
す
べ

て
の
詞
に
そ
の
表
面
の
通
常
の
意
味
と
、
そ
の
裏
の
意
味
と
が
あ
っ
て
、
よ
く

考
え
れ
ば
そ
れ
を
認
知
で
き
み
と
い
う
の
で
あ
る
。
境
と
は
表
裏
の
意
味
に
よ

っ
て
妻
せ
ら
れ
る
作
者
の
心
境
で
あ
る
。
御
杖
は
、
こ
の
表
裏
境
の
説
は
、
父

の
成
章
が
考
え
つ
い
て
、
そ
れ
を
自
分
に
伝
え
た
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。

 
ま
た
御
杖
は
「
裏
も
境
も
お
し
つ
か
ね
て
は
絵
情
と
い
ふ
べ
し
。
」
 
（
北
辺

随
脳
）
と
も
言
っ
て
い
る
所
に
よ
れ
ば
、
裏
や
境
は
余
情
あ
る
歌
と
し
て
作
ら

れ
た
特
殊
の
歌
の
み
に
あ
る
の
で
な
く
、
す
べ
て
の
歌
に
存
在
す
る
も
の
だ
け

れ
ど
、
結
果
的
に
は
言
外
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
余
情
と
似
た
様
な
も
の
だ
、

と
い
う
意
味
だ
と
思
わ
れ
る
。
詠
歌
に
当
っ
て
は
、
裏
と
境
と
は
詞
に
表
さ
な
い

で
読
者
の
推
察
に
ま
か
せ
る
様
な
表
現
法
を
と
ら
ね
ば
、
歌
ら
し
い
歌
と
は
な

ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
を
御
杖
は
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。

 
あ
る
お
方
御
か
た
は
ら
の
人
に
、
寒
き
ほ
ど
に
そ
の
障
子
立
て
よ
と
仰
せ
ら

 
れ
け
る
を
、
父
君
き
か
せ
給
ひ
て
、
さ
や
う
の
詞
に
て
は
歌
よ
み
え
む
こ
と

 
お
ぼ
つ
か
な
し
。
障
子
立
て
よ
と
あ
ら
ば
寒
か
ら
ん
と
い
ふ
心
は
し
る
き
も

 
の
ぞ
と
仰
せ
ら
れ
け
る
と
そ
。
 
（
中
略
）
い
か
に
も
障
子
立
て
よ
と
あ
ら

 
ば
、
障
子
の
あ
か
り
た
ち
が
い
と
は
る
㌧
裏
に
て
、
寒
き
故
な
り
と
い
ふ
境

 
は
明
か
な
る
事
に
て
候
。
 
（
歌
道
非
黒
鼠
）

と
言
っ
て
い
る
事
に
よ
っ
て
、
表
裏
境
に
関
す
る
成
章
、
御
杖
、
父
子
の
北
辺

・
家
歌
論
の
意
味
は
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
御
杖
が
万
葉
集
燈
に
お
い
て
、
讐

喩
歌
で
も
な
く
て
、
心
境
を
直
叙
し
た
だ
け
の
歌
に
対
し
て
ま
で
も
、
そ
の
裏

の
意
味
を
推
定
し
た
解
釈
を
施
し
て
、
そ
れ
を
古
人
の
倒
語
の
歌
と
称
し
て
い

る
の
は
、
こ
の
様
な
詞
の
表
裏
境
の
見
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

 
な
お
祇
園
南
海
に
類
似
の
説
が
あ
る
の
で
附
記
し
て
お
く
。

 
詩
ハ
常
語
ヲ
サ
ク
。
雅
語
ヲ
用
テ
面
白
キ
モ
ノ
ニ
ナ
ゾ
ラ
ヘ
テ
心
ヲ
表
シ
、

●（56）



 
哀
ト
テ
ウ
チ
ツ
ヶ
二
哀
ト
云
ハ
ズ
（
中
略
）
ヒ
ラ
タ
ク
ソ
ノ
マ
マ
ニ
ノ
ベ
タ

 
ル
ハ
常
語
、
 
ナ
ゾ
ラ
ヘ
テ
言
フ
テ
本
体
ニ
サ
ハ
ラ
ザ
ル
ハ
詩
語
ト
シ
ル
ベ

 
シ
。
然
リ
ト
テ
謎
ノ
如
ク
隠
シ
テ
云
フ
ニ
ハ
非
ズ
。
其
用
ヲ
云
フ
テ
体
ヲ
云

 
ハ
ヌ
ヲ
云
フ
ナ
リ
。
 
（
詩
学
逢
原
）

詩
は
情
を
そ
の
ま
㌧
述
べ
な
い
で
、
な
ぞ
ら
え
て
言
う
も
の
だ
が
、
謎
の
様
に

隠
喩
的
表
現
を
と
る
も
の
で
は
な
い
と
言
う
南
海
の
詩
論
は
、
御
杖
の
詞
の
表

裏
境
や
倒
語
の
論
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
南
海
に
は
境
、
趣
の
説
が

あ
る
。

 
詩
ハ
境
、
趣
ノ
ニ
ツ
ヨ
リ
外
ノ
形
ハ
ナ
キ
者
ナ
リ
。
 
（
中
略
）
一
連
ト
ハ
境

 
界
ナ
リ
。
景
色
ナ
ヅ
。
凡
ソ
人
ノ
目
ニ
フ
レ
耳
二
連
キ
身
二
覚
ユ
ル
タ
グ
イ

 
（
中
略
）
趣
ト
民
意
、
趣
向
ナ
リ
。
虚
心
二
思
フ
コ
ト
知
ル
コ
ト
オ
ヨ
ソ
心

 
ノ
用
皆
名
付
ケ
テ
趣
ト
ス
。
 
（
詩
学
槍
玉
）

こ
の
境
、
趣
の
語
も
ま
た
富
士
谷
成
章
の
『
五
級
三
差
』
に
お
け
る
『
境
、
日

景
日
情
。
旨
趣
、
大
旨
小
旨
』
等
の
語
と
関
連
が
な
い
と
は
言
完
な
い
。
南
海

の
詩
学
墓
原
は
宝
暦
十
三
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
御
杖
の
父
の
成
章
の

三
十
才
の
年
で
あ
る
。
成
章
が
南
海
の
説
に
示
唆
を
受
け
た
と
考
え
て
も
不
合

理
は
な
い
。
御
杖
は
そ
の
父
の
説
を
受
け
て
そ
れ
を
深
化
拡
張
し
た
の
で
あ

る
。

（四）

 
『
倒
語
と
は
言
の
つ
づ
け
ざ
ま
を
い
ふ
名
也
。
』
 
（
万
葉
集
燈
）
と
言
っ
て

い
る
様
に
、
倒
語
は
歌
の
文
学
的
表
現
に
関
す
る
論
で
あ
る
。
『
感
通
感
動
は

ま
っ
た
く
言
霊
の
妙
用
な
り
。
』
 
（
真
言
辮
）
と
言
っ
て
い
る
様
に
、
言
霊
は

歌
の
文
学
的
機
能
、
お
よ
び
美
的
受
容
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
御
杖
歌
論
に

富
士
谷
御
杖
の
歌
論
の
系
譜

お
け
る
歌
の
文
学
的
内
容
に
関
す
る
美
的
理
念
は
、
ま
こ
と
の
説
と
言
う
べ

き
で
あ
る
。
御
杖
は
真
を
分
析
し
て
、
真
心
言
言
眞
為
（
マ
ワ
ザ
）
に
分
け
て

い
る
。
こ
の
三
者
を
綜
合
し
た
も
の
は
真
（
マ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

真
が
古
来
歌
論
史
上
用
い
ら
れ
て
来
た
『
ま
こ
と
』
の
語
と
同
義
語
と
な
る
わ

け
で
あ
る
。

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

し
、
曲
折
を
経
で
展
開
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
馬
近
世
歌
論
に
お
い
て
は
、
各

派
共
通
の
常
識
の
如
く
に
一
般
化
し
た
文
学
的
理
念
で
あ
っ
た
。
そ
の
近
世
歌

壇
の
申
で
、
近
世
初
期
の
時
代
に
お
い
て
、
ま
こ
と
論
唱
道
の
先
駆
的
業
績
を

残
し
た
の
は
堂
上
歌
壇
で
あ
っ
た
。
富
士
谷
成
章
は
堂
上
歌
壇
の
職
仁
親
王
の

門
弟
で
あ
る
し
、
御
杖
は
職
仁
親
王
の
門
下
の
廣
橋
兼
胤
に
つ
い
て
歌
を
学
ん

で
い
る
。
御
杖
歌
論
の
真
の
考
え
方
は
堂
上
歌
論
か
ら
出
て
、
そ
れ
を
北
辺
家

哲
学
を
以
て
演
繹
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
堂
上
歌
論
の
特
質
に
つ

い
て
、
そ
の
要
点
を
摘
記
す
る
事
に
す
る
。

，
堂
上
歌
壇
に
お
け
る
人
々
は
、
新
勅
撰
集
、
続
後
撰
集
等
の
平
淡
美
の
歌
風

を
目
標
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
真
実
の
心
を
あ
り
の
ま
～
に
平
易
な
詞
で
表
現

す
る
事
を
信
条
と
し
て
、
誠
、
真
実
、
実
意
、
実
情
、
実
景
等
の
語
を
く
り
か

え
し
用
い
て
、
ま
こ
と
美
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
歌
論
に
お
け
る
ま

こ
と
論
と
し
て
は
、
正
統
な
本
格
的
歌
論
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
近
世
歌
論
史

上
に
お
い
て
、
ま
こ
と
美
を
信
条
と
し
た
歌
人
の
す
べ
て
は
、
そ
の
意
識
せ
る

と
せ
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
堂
上
歌
人
の
後
継
者
的
位
置
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
事
は
私
が
別
々
に
お
い
て
屡
ζ
論
証
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
堂
上
歌
論
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
、
そ
の
ま
こ
と
の
美
的
理
念
を
、
仏
教
儒

教
神
道
の
世
界
観
的
哲
理
と
同
一
の
基
盤
に
立
つ
も
の
と
考
え
た
こ
と
で
あ
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る
。
儒
釈
神
道
は
皆
歌
道
の
申
に
こ
も
っ
て
い
る
。
歌
道
は
心
を
誠
に
す
る
道

で
あ
る
。
儒
教
の
大
学
に
は
誠
意
が
治
国
平
天
下
に
通
ず
る
と
あ
る
様
に
、
歌

道
は
天
下
を
治
め
る
道
に
通
ず
る
等
々
と
、
く
り
か
え
し
主
張
し
て
い
る
。
歌

の
機
能
は
政
治
道
徳
と
通
じ
て
、
世
に
有
益
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ

る
。
歌
の
文
学
的
遠
望
性
を
認
め
な
い
で
、
歌
の
利
用
価
値
に
よ
っ
て
、
社
会

的
存
在
価
値
を
認
め
る
考
え
方
は
、
日
本
歌
論
発
生
頭
初
か
ら
あ
っ
た
も
の
で

あ
る
。
儒
教
的
思
想
に
よ
る
中
国
漢
詩
論
を
演
繹
す
る
事
か
ら
、
日
本
歌
論
が

出
発
し
た
と
い
う
運
命
に
よ
っ
て
、
歌
は
鬼
神
を
感
ぜ
し
め
人
倫
を
化
す
る
と

言
う
思
想
が
、
古
代
か
ら
近
世
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら

ず
歌
道
は
高
級
な
る
第
一
芸
術
と
信
じ
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
天
下
の
政

治
や
道
徳
に
有
益
な
る
効
果
が
あ
っ
て
、
深
遠
な
言
置
の
哲
理
と
歌
道
の
理
念

と
が
、
同
一
の
基
盤
に
立
つ
も
の
だ
と
い
う
自
覚
は
、
確
固
た
る
信
念
と
な
っ

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
堂
上
歌
論
の
右
に
述
べ
た
備
な
言
説
は
、
こ
の
様

な
古
来
の
和
歌
観
を
継
承
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

 
堂
上
歌
壇
か
ら
出
た
富
士
谷
父
子
が
、
右
の
様
な
堂
上
歌
論
の
考
え
方
を
継

承
し
た
事
は
当
然
で
あ
る
。
御
杖
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

 
詠
歌
は
も
と
時
宜
や
ぶ
る
べ
が
ら
ず
、
ひ
た
ぶ
る
心
は
お
さ
ふ
べ
か
ら
ぬ
時

 
ふ
た
つ
な
が
ら
全
う
す
る
道
な
り
。
か
～
る
広
大
の
道
な
る
を
い
つ
の
世
よ

 
り
か
月
花
の
も
て
あ
そ
び
草
と
し
て
一
座
の
興
を
や
り
、
人
の
耳
目
を
襲
ふ

 
種
と
な
り
は
て
む
事
な
げ
く
に
も
猶
余
り
あ
り
。
 
（
北
辺
随
脳
）

歌
を
月
花
を
興
ず
る
も
の
と
す
る
の
は
歎
か
わ
し
い
事
だ
と
い
う
考
え
方
か
ち

御
杖
の
神
道
的
歌
論
は
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
著
の
歌
道
非
唯
美
と
言
う

書
名
を
、
貫
之
の
新
撰
和
歌
の
序
の
文
句
か
ら
採
っ
で
、
そ
の
序
文
の
向
原
二

人
倫
一
成
二
孝
敬
【
、
上
以
風
二
化
下
一
、
下
以
謁
二
百
上
こ
云
々
の
語
を
引
用
し

て
、
こ
れ
を
よ
く
合
点
す
れ
ば
歌
の
本
意
は
わ
か
る
と
言
っ
て
い
る
。
即
ち
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

は
倫
理
教
育
政
治
に
貢
献
す
る
こ
と
が
そ
の
本
意
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
堂
上
歌
論
が
歌
を
儒
仏
と
同
じ
位
置
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
に
努
力
し
た
の

に
対
し
て
、
御
杖
は
歌
を
神
道
の
上
ま
で
引
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
神
道
で
出

来
な
い
こ
と
を
歌
で
出
来
る
と
論
じ
た
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
歌
の
功
利
的
価

値
論
も
、
こ
㌧
ま
で
到
達
し
て
究
極
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

 
そ
う
し
て
そ
れ
ほ
ど
の
大
き
な
歌
の
機
能
は
、
ど
こ
か
ら
発
す
る
の
か
と
言

え
ば
、
そ
れ
は
人
の
一
向
心
と
真
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
の
歌
が
一
向

心
を
慰
め
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
様
な
、
歌
が
人
の
心
を
慰
め
る
と
い
う
考
え

方
は
、
之
も
亦
古
来
か
ち
あ
る
。
歌
の
文
学
的
価
値
論
に
つ
い
て
は
、
全
然
対

落
網
立
場
に
あ
る
本
居
宣
長
も
『
歌
と
い
ふ
も
の
は
心
に
思
ひ
む
す
ぼ
る
～
こ

と
を
ほ
ど
よ
く
言
出
し
て
そ
の
思
を
は
ら
す
も
の
な
り
。
」
 
（
あ
し
わ
け
小
舟

）
と
、
御
杖
の
一
向
心
論
と
、
同
じ
事
を
言
っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
宣
長

は
、
歌
の
自
律
的
文
学
価
値
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
結
果
的
効
用
に
つ
い
て
こ

う
論
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
御
杖
が
利
用
的
価
値
を
目
的
と
す
る
立
場
か
ら
述
べ

「
た
説
と
は
、
そ
の
根
基
に
お
い
て
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
歌
が
人
心

葱
慰
め
晴
ら
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
両
者
相
通
ず
る
の
で
あ
る
。
御
杖
の

歌
論
に
よ
れ
ば
、
右
の
様
な
機
能
を
有
す
る
も
の
が
歌
で
あ
っ
て
、
そ
の
歌
が

真
言
で
あ
り
そ
の
歌
の
心
が
真
心
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
ひ
た
ぶ
る
心
と
い
う

の
は
人
間
の
自
然
の
情
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
㌧
で
は
真
心
と
は
な
ら
な
い
。
こ

れ
を
慎
み
抑
え
て
、
そ
の
果
に
歌
に
詠
出
し
て
心
が
慰
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
時

宜
を
全
う
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
言
う
事
は
宜
し
き
時
が
熟
し
て
心
の
安
定
調

和
を
保
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
心
が
真
心
で
あ
る
。
そ
の
時
の
歌
が
真
言

で
あ
る
。
御
杖
の
言
う
真
言
真
心
は
眞
情
流
露
ま
た
は
下
情
直
叙
で
は
な
く
し

C58）



て
、
規
正
さ
れ
た
自
然
の
情
で
あ
る
。

 
ま
こ
と
論
の
歴
史
的
展
開
の
本
流
を
、
写
実
主
義
的
文
学
理
念
で
あ
っ
て
、

真
情
直
叙
の
表
現
様
式
だ
と
す
れ
ば
、
御
杖
の
ま
こ
と
論
は
中
世
初
期
の
拡
大

解
釈
ま
こ
と
論
の
系
列
で
あ
る
。
歌
論
に
お
け
る
審
美
理
念
の
中
で
、
幽
玄
、

あ
は
れ
、
等
の
理
念
と
比
較
し
て
、
ま
こ
と
と
い
う
理
念
は
、
そ
の
有
す
る
概

念
そ
の
も
の
の
特
質
が
、
倫
理
宗
教
に
習
合
し
易
い
性
質
を
備
え
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
儒
教
に
お
い
て
も
、
大
学
の
誠
意
正
心
や
中
庸
の
誠
者
天
声
道
也
を
'

始
め
と
し
て
、
誠
と
言
う
語
は
儒
教
の
重
要
な
徳
目
と
な
っ
て
い
る
。
宗
教
に

お
い
て
も
、
人
間
の
真
心
を
疎
外
し
元
宗
教
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
歌
論

に
お
け
る
美
的
理
念
と
し
て
の
ま
こ
と
が
、
倫
理
宗
教
と
習
合
す
る
事
は
、
そ

の
ま
こ
と
の
有
す
る
本
質
的
特
質
に
因
由
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
富
士
谷
御
杖
は
堂
上
歌
論
か
ら
出
て
、
堂
上
歌
論
の
ま
こ
と
理
念
の
持
っ
て

い
る
一
つ
の
側
面
た
る
と
こ
ろ
の
、
ま
こ
と
美
を
儒
仏
の
世
界
観
と
習
合
さ
せ

た
考
え
方
を
継
承
し
て
、
神
道
と
歌
道
と
を
習
合
さ
せ
て
、
歌
主
神
従
の
歌
論

を
形
成
し
た
。
そ
の
習
合
の
論
擦
は
、
日
本
神
道
に
直
る
誠
と
慎
の
哲
理
と
、

日
本
歌
論
に
伝
る
ま
こ
と
美
、
お
よ
び
古
代
文
学
に
お
け
る
言
霊
の
思
想
を
以

て
、
神
道
と
歌
道
と
連
な
り
重
な
る
契
機
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
両
者
契
合
の

焦
点
は
ま
こ
と
の
理
念
に
あ
る
と
．
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
右
に
述
べ
た
様
に
堂
上
歌
論
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
ま
こ

と
美
を
強
調
し
た
文
学
的
写
実
主
義
的
歌
論
で
あ
っ
て
、
も
う
一
つ
の
側
面
は

同
じ
く
ま
こ
と
理
念
を
根
抵
と
し
な
が
ら
も
、
歌
の
利
用
価
値
を
目
的
と
し
た

功
利
的
世
界
観
的
歌
論
で
あ
る
。
前
者
は
小
沢
藍
庵
の
た
ゴ
こ
と
歌
論
お
よ
び

香
川
景
樹
の
ま
こ
と
論
と
な
っ
て
展
開
し
、
も
う
一
つ
の
側
面
た
る
功
利
的
文

学
論
に
お
け
る
ま
こ
と
論
が
、
神
道
思
想
に
お
け
る
誠
の
論
と
結
合
習
合
し
て

富
士
谷
御
杖
の
歌
論
の
系
譜

御
杖
の
神
道
的
歌
論
と
し
て
の
ま
こ
と
論
と
な
っ
て
、
分
流
し
た
も
の
と
見
る

 こ
と
が
で
き
る
。

 
御
杖
の
歌
論
は
、
こ
れ
を
日
本
歌
論
の
歴
史
約
流
れ
の
系
譜
の
中
に
位
置
づ

け
る
な
ら
ば
、
右
に
述
べ
た
様
な
意
味
に
よ
っ
て
、
ま
こ
と
無
論
の
系
譜
に
位

置
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
に
は
堂
上
歌
論
に
お
け
る
ま
こ
と
美
風
の

中
の
一
つ
の
側
面
た
る
功
利
的
歌
論
が
、
究
極
す
る
所
ま
で
辿
り
着
い
た
も
の

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
註
1
）
御
杖
の
真
言
辮
に
『
五
典
と
は
、
第
一
偏
心
、
第
二
知
時
（
時
宜

を
知
る
）
、
第
三
一
向
心
、
第
四
詠
歌
、
第
五
全
時
（
時
宜
を
全
う
す
る
）

こ
れ
な
り
。
』
と
あ
る
。

（
註
2
）
山
崎
闇
斎
の
垂
加
翁
神
説
に
、
 
『
我
が
神
国
伝
来
の
唯
一
宗
源
の

道
は
土
金
に
在
り
。
而
し
て
土
（
つ
ち
）
は
敬
（
つ
つ
し
み
）
な
り
。
蓋
し

土
と
敬
と
は
倭
訓
相
通
ず
。
而
し
て
天
地
の
住
す
る
所
以
陰
陽
の
行
は
る
㌧

所
以
其
の
目
口
此
の
訓
に
選
る
。
」
と
あ
る
。
括
弧
内
の
文
字
は
筆
者
の
補

註
。
・

（59）

、


