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野
 
純
一
 
 

じ
 
め
 
に
 
 

は
 
 

心
敬
の
晩
年
は
、
急
速
に
兵
乱
に
慣
斜
し
て
ゆ
く
京
都
を
出
立
し
て
伊
勢
神
官
参
詣
を
果
し
た
族
が
、
そ
の
ま
ま
品
川
逗
留
か
ら
 
 

一
関
東
各
地
の
流
浪
に
変
転
し
て
ゆ
き
、
遂
に
故
郷
に
帰
る
こ
と
も
得
ぬ
ま
ま
に
大
山
山
麓
の
奄
窒
に
終
え
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
 
 

純
 
あ
っ
た
。
こ
の
流
転
の
境
涯
を
、
何
ら
か
の
特
別
の
政
治
目
的
の
も
と
に
企
て
ら
れ
た
行
勤
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
心
 
 

野
 
敬
像
を
一
ま
わ
り
大
き
な
人
物
と
し
て
把
握
す
る
、
興
味
深
い
見
解
で
あ
る
。
た
だ
、
わ
ず
か
に
今
日
ま
で
残
さ
れ
た
作
品
は
、
そ
 
 

奥
 
の
流
浪
の
発
端
が
そ
の
後
の
生
活
の
激
変
を
予
測
す
る
も
の
で
ほ
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
情
を
伝
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
え
 
 

よ
ら
ノ
。
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心
敬
は
、
関
東
各
地
を
転
々
と
す
る
数
年
間
の
生
活
の
な
か
で
、
発
句
を
作
り
、
和
歌
を
詠
み
、
連
歌
を
独
吟
し
、
随
筆
の
筆
を
 
 

執
る
と
い
う
、
と
り
わ
け
連
歌
と
分
か
ち
が
た
い
時
間
を
持
っ
て
生
涯
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
た
し
か
に
、
ひ
た
す
ら
な
文
 
 

芸
の
求
道
者
と
し
て
の
心
敬
像
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
姿
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
ほ
、
と
り
も
な
お
さ
ず
心
 
 

敬
が
そ
の
よ
う
な
生
活
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
味
で
求
道
者
で
あ
り
得
た
の
か
、
に
つ
い
て
答
え
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
心
敬
 
 

の
残
し
た
作
品
ほ
ま
た
、
連
歌
に
一
座
し
、
歌
合
の
判
者
を
勤
め
る
な
ど
の
、
こ
の
地
の
文
芸
愛
好
者
と
の
交
遊
や
、
旬
を
合
わ
 
 

せ
、
作
句
に
自
注
を
施
し
、
書
状
を
認
め
る
と
い
っ
た
、
個
々
の
好
士
と
の
交
渉
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
 
 

あ
る
。
 
 

注
一
 
 
 

そ
の
意
味
で
、
心
敬
の
作
品
の
な
か
で
も
『
救
済
間
阿
心
敬
百
番
連
歌
合
』
 
（
連
歌
合
、
合
）
、
『
連
歌
百
句
付
』
 
（
百
句
付
、
付
）
、
 
 

◆
●
 
 
 

『
救
済
周
阿
心
敬
百
番
連
歌
合
』
を
め
ぐ
っ
て
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『
連
歌
百
句
付
自
注
』
（
自
注
、
注
）
 
の
一
連
の
作
品
群
ほ
、
特
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
三
作
品
ほ
、
救
済
と
周
阿
の
百
番
の
連
歌
 
 

合
に
心
敬
が
付
句
を
試
み
た
連
歌
合
、
そ
の
前
句
に
自
句
の
み
を
対
し
た
付
合
集
、
さ
ら
に
そ
れ
に
自
注
を
付
し
た
句
評
と
も
い
う
 
 

べ
き
も
の
の
、
三
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
付
さ
れ
た
欧
文
に
、
前
二
者
が
応
亡
二
年
（
一
四
六
八
）
六
月
二
十
五
日
と
 
 

九
月
二
十
五
日
の
成
立
と
知
ら
れ
、
第
一
二
の
作
品
ほ
そ
れ
ら
を
受
け
て
編
ま
れ
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
か
ろ
う
。
同
一
付
句
が
三
形
 
 

態
を
と
る
、
こ
れ
ら
一
連
の
作
品
が
特
に
注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
い
て
、
次
々
と
句
形
の
修
訂
が
重
ね
ら
 
 

れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
晩
年
の
心
敬
の
表
現
志
向
、
ひ
い
て
は
そ
の
文
芸
観
を
窺
わ
せ
る
も
の
、
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
っ
 
 

た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
問
萄
意
識
か
ら
、
す
で
に
こ
れ
ら
の
各
作
品
の
前
句
お
よ
び
心
敬
付
句
に
つ
い
て
、
詳
細
な
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
 
 

庄
二
 
 

る
が
、
そ
の
重
要
性
か
ら
し
て
、
な
お
表
現
分
析
が
総
合
的
に
進
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
救
済
・
周
阿
句
と
の
対
比
、
政
文
の
考
 
 

察
、
自
注
の
検
討
な
ど
が
、
多
面
的
に
試
み
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
『
連
歌
合
』
に
お
い
て
は
、
心
敬
句
と
他
二
 
 

者
の
作
と
の
表
現
型
お
よ
び
付
様
の
比
較
、
『
百
句
付
』
に
あ
っ
て
は
、
修
正
句
の
表
現
型
の
変
化
お
よ
び
特
徴
の
検
討
、
『
自
注
』
 
 

に
お
い
て
は
、
自
注
の
内
容
お
よ
び
表
現
型
と
の
関
係
把
握
、
な
ど
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
検
討
が
、
各
作
品
に
付
さ
れ
た
 
 

践
文
の
考
察
と
相
侯
っ
て
総
合
的
に
把
握
さ
れ
る
と
き
、
始
め
て
心
敬
の
こ
れ
ら
諸
作
品
に
お
け
る
表
現
志
向
と
と
も
に
、
関
東
の
 
 

地
に
あ
っ
て
の
心
敬
の
連
歌
享
受
に
対
す
る
姿
勢
の
一
端
ま
で
を
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

注
三
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
三
作
品
の
検
討
課
題
を
考
え
る
と
き
、
検
討
の
た
め
の
有
力
な
関
連
作
品
と
し
て
、
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
が
注
 
 

目
さ
れ
る
。
こ
の
書
簡
は
、
心
敬
の
連
歌
合
以
前
の
時
点
で
の
救
済
と
周
阿
の
百
番
連
歌
合
へ
の
関
心
、
両
者
の
作
風
の
理
解
、
例
 
 

句
紹
介
の
態
度
、
教
示
相
手
へ
の
姿
勢
な
ど
を
詳
細
に
示
し
て
い
て
、
三
作
品
の
検
討
に
際
し
て
の
有
益
な
観
点
を
提
供
す
る
か
ら
 
 

で
あ
る
。
ま
た
、
『
連
歌
合
』
 
『
自
注
』
と
ち
ょ
う
ど
相
前
後
す
る
、
応
仁
二
年
四
月
晦
日
と
八
月
晦
日
に
著
さ
れ
た
随
筆
『
ひ
と
 
 

∴
…
】
 
 

り
ご
と
』
も
、
無
視
出
来
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
作
品
は
、
心
敬
の
連
歌
史
観
、
救
済
・
周
阿
の
評
価
、
前
句
へ
の
 
 

見
解
、
予
想
読
者
へ
の
態
度
な
ど
が
作
品
の
要
素
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
て
、
前
記
の
二
作
品
、
特
に
『
連
歌
合
』
政
文
と
対
比
し
 
 

て
、
顕
著
な
相
違
点
を
内
在
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

本
稿
は
ま
ず
、
『
心
散
布
伯
へ
返
事
』
か
ら
三
作
品
の
検
討
の
た
め
の
観
点
を
抽
出
す
る
。
次
い
で
『
連
歌
合
』
 
の
各
句
に
具
体
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的
な
分
析
を
試
み
、
そ
の
特
質
を
把
捉
す
る
。
さ
ら
に
成
文
に
考
察
を
加
え
て
、
連
歌
享
受
者
に
対
す
る
心
敬
の
態
度
を
検
討
す
 
 

る
。
最
後
に
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
お
け
る
『
連
歌
合
』
と
の
相
違
点
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
検
討
結
果
を
総
合
す
る
と
 
 

こ
ろ
に
、
関
東
の
地
を
流
浪
し
て
生
詣
を
閉
じ
た
心
敬
像
の
、
輪
靡
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
れ
は
 
 

と
考
え
る
。
 
 

一
、
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
 
の
諸
問
題
 
 

H
 
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
の
性
格
と
成
立
事
情
 
 
 

『
連
歌
合
』
に
始
ま
る
三
作
品
の
検
討
の
観
点
を
得
る
た
め
に
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
を
採
り
上
げ
る
と
き
、
前
提
と
し
て
こ
の
 
 

作
品
の
性
格
を
理
解
し
、
ま
た
救
済
・
周
阿
の
百
番
連
歌
合
と
の
、
心
敬
の
出
合
い
の
経
緯
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 
 

ま
ず
、
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
ほ
、
個
人
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
の
形
態
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
事
笑
 
 

ほ
、
心
敬
の
作
品
に
窺
え
る
微
妙
な
公
私
の
区
別
意
識
か
ら
考
え
る
と
、
明
ら
か
に
こ
の
作
品
の
私
的
な
性
格
を
意
味
し
た
。
心
故
 
 

に
お
い
て
私
的
作
品
と
意
識
さ
れ
た
も
の
に
は
、
独
吟
、
独
詠
の
ほ
か
、
私
人
に
与
え
ら
れ
た
種
々
の
作
品
が
あ
る
が
、
拡
大
し
て
 
 

考
え
れ
ば
、
随
筆
に
つ
い
て
も
、
そ
の
初
稿
は
私
的
な
性
格
と
意
識
さ
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
諸
作
品
に
対
し
て
、
公
的
な
 
 

作
品
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
は
、
複
数
の
人
物
と
同
席
す
る
連
歌
や
歌
会
、
あ
る
い
ほ
地
位
あ
る
人
物
に
口
三
さ
れ
た
作
品
類
が
あ
 
 

げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
延
長
線
上
に
は
、
再
写
し
て
与
え
ら
れ
た
随
室
ま
で
が
位
置
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
心
故
に
お
け
る
 
 

こ
の
よ
う
な
公
私
望
息
識
は
、
作
品
の
形
態
そ
れ
自
体
に
よ
る
も
の
や
、
署
名
の
有
無
や
序
文
、
駿
文
、
奥
書
な
ど
に
お
い
て
表
明
 
 

さ
れ
る
場
合
と
と
も
に
、
そ
の
作
品
の
話
主
の
相
手
へ
の
語
り
か
け
の
姿
勢
の
な
か
に
示
変
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
 
 
 

次
に
心
敬
が
救
済
と
周
阿
の
連
歌
合
を
見
た
の
は
、
『
連
歌
合
』
以
前
で
あ
る
こ
と
ほ
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
い
ほ
京
都
在
住
時
代
で
 
 

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
書
簡
の
紹
介
者
で
あ
る
島
津
忠
夫
氏
は
、
「
恐
ら
く
は
、
肴
伯
か
ら
、
そ
の
連
歌
 
注
五
 
 

合
を
見
せ
て
貰
ひ
、
こ
れ
ほ
そ
の
返
事
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
」
と
、
書
簡
を
介
し
て
、
心
敬
・
有
伯
と
連
歌
合
の
関
係
を
推
定
さ
 
 

れ
た
が
、
そ
の
説
明
か
ら
ほ
、
心
敬
が
こ
の
救
済
・
周
阿
の
作
品
を
披
見
し
た
の
ほ
、
自
ら
も
何
句
を
試
み
た
応
仁
二
年
と
さ
し
て
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遠
く
な
い
時
点
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
 
 
 

島
津
氏
の
解
説
を
受
け
て
斉
藤
義
光
氏
ほ
、
こ
の
返
事
が
応
仁
二
年
六
月
二
十
五
日
の
署
名
を
持
つ
『
連
歌
合
』
成
立
以
前
に
認
 
 

め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
と
同
意
を
示
さ
れ
る
も
の
の
、
寛
正
二
年
（
一
望
ハ
こ
正
月
二
十
五
日
に
心
放
と
有
伯
と
の
同
座
の
 
 

事
実
が
あ
る
こ
と
を
追
加
考
証
き
れ
た
う
え
で
、
心
敬
は
「
応
仁
二
年
を
遡
る
約
八
、
九
年
の
間
に
有
伯
か
ら
「
救
済
・
周
阿
百
番
 
 

注
六
 
 

連
歌
合
」
を
借
覧
し
た
で
あ
ろ
う
可
能
性
が
推
定
さ
れ
る
」
と
、
時
間
的
に
明
確
な
幅
の
あ
る
見
解
を
示
さ
れ
た
。
こ
の
推
定
は
、
 
 

心
敬
が
連
歌
合
を
披
見
し
た
の
が
、
ま
だ
京
都
在
住
の
時
点
で
あ
り
得
る
と
い
う
判
断
を
主
張
さ
れ
る
も
の
の
よ
う
に
も
受
け
取
ら
 
 

れ
る
。
事
実
、
書
簡
の
冒
頭
部
分
の
記
述
を
素
直
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
事
情
を
想
定
し
た
方
が
妥
当
で
は
な
 
 

い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
書
簡
の
相
手
有
伯
ほ
、
相
当
の
力
量
の
連
歌
愛
好
者
で
あ
る
と
推
定
出
来
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
 
 

れ
と
と
も
に
救
済
・
局
阿
句
の
引
用
状
況
か
ら
見
て
、
心
敬
と
有
伯
ほ
こ
の
連
歌
合
を
話
題
と
し
て
共
有
し
っ
つ
も
、
有
伯
ほ
未
見
 
 

で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
も
否
定
出
来
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

目
 
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
に
お
け
る
『
連
歌
合
』
へ
の
関
心
と
連
歌
史
理
解
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
限
定
や
推
定
を
前
提
と
し
て
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
の
検
討
に
入
る
と
、
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
救
済
と
周
 
 

阿
の
百
番
連
歌
合
を
初
め
て
知
っ
た
心
敬
が
、
こ
の
作
品
に
ど
の
よ
う
な
野
心
を
抱
い
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
 
 

て
考
え
る
と
、
書
簡
を
有
伯
へ
送
っ
た
時
点
で
は
、
心
敬
の
関
心
は
、
連
歌
史
の
展
開
と
そ
の
根
底
に
流
れ
る
創
作
態
度
の
変
容
の
 
 

問
題
に
、
よ
り
多
く
懐
い
て
い
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
内
容
ほ
次
に
検
討
す
る
が
、
心
敬
ほ
こ
れ
ら
の
間
璽
見
識
と
 
 

の
関
連
に
お
い
て
、
救
済
と
周
阿
に
注
意
を
向
け
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

心
敬
は
両
者
を
対
比
的
に
批
評
し
、
救
済
に
つ
い
て
は
、
位
高
く
、
心
が
大
様
で
及
び
難
く
、
稀
有
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
 
 

と
し
、
句
に
つ
い
て
は
、
毎
句
艶
深
く
貴
重
な
作
で
あ
る
と
も
、
心
を
詞
に
ゆ
ず
り
、
詞
を
心
に
残
し
、
大
様
で
情
感
深
く
見
え
、
 
 

位
の
至
ら
ぬ
眼
に
は
及
び
難
い
風
体
で
あ
る
と
も
す
る
。
そ
れ
に
対
L
て
周
阿
の
作
風
ほ
、
荒
々
し
く
、
凡
俗
め
い
た
も
の
に
近
い
 
 

が
、
こ
れ
も
卓
越
し
た
技
巧
の
持
主
で
あ
る
と
し
、
救
済
に
比
し
て
仏
道
修
行
が
不
足
で
、
感
情
の
深
さ
に
欠
け
る
と
断
じ
、
句
に
 
 

つ
い
て
も
、
詞
・
心
に
少
し
凡
俗
が
残
り
、
面
影
・
艶
に
欠
け
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
書
簡
の
内
容
か
ら
注
意
さ
れ
る
の
は
、
心
敬
が
自
ら
の
主
張
を
裏
付
け
る
た
め
の
好
例
と
な
る
、
救
済
・
周
阿
の
作
品
を
 
 

あ
わ
せ
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
連
歌
合
に
注
目
し
た
事
実
で
あ
る
。
後
に
心
敬
は
『
連
歌
合
』
の
抜
文
に
、
「
此
前
句
に
て
、
救
 
 

済
・
周
阿
、
句
を
合
侍
り
て
、
二
条
大
間
御
墨
を
申
給
へ
る
、
倭
金
玉
な
り
。
一
見
感
情
に
堰
か
ね
て
、
瓦
礫
を
付
侍
り
」
と
、
感
 
 

激
と
と
も
に
付
句
す
る
と
い
う
姿
勢
を
披
露
し
て
い
る
が
、
在
京
当
時
の
心
敬
は
、
そ
の
心
境
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連
 
 

の
事
実
は
、
心
敬
の
『
連
歌
合
』
 
の
創
作
動
機
が
、
関
東
下
向
と
い
う
境
遇
の
変
化
と
の
関
連
に
お
い
て
探
求
さ
れ
る
必
要
を
示
唆
 
 

す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
 
 
 

第
二
に
問
題
と
な
る
の
は
、
心
敬
が
こ
の
書
簡
に
お
い
て
、
連
歌
史
の
展
開
と
創
作
態
度
の
変
容
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
 
 

た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
書
簡
を
ま
と
め
る
と
、
心
敬
は
連
歌
史
の
展
開
に
つ
い
て
、
上
古
は
い
ま
だ
 
 

完
成
に
至
ら
ず
、
輪
廻
や
付
節
の
注
意
な
ど
細
か
な
問
題
意
識
は
な
く
、
連
歌
の
隆
盛
に
伴
っ
て
、
諸
点
に
わ
た
る
穏
当
な
理
解
が
 
 

成
立
し
て
き
た
と
捉
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
古
の
作
者
の
意
と
近
代
好
士
の
風
体
に
ほ
大
差
が
認
め
ら
れ
、
当
時
の
二
流
作
者
 
 

で
も
深
い
感
動
を
表
現
し
得
て
い
る
が
、
近
頃
の
堪
能
ほ
単
に
上
手
で
あ
る
だ
け
で
、
心
が
世
俗
の
邪
見
に
落
ち
て
い
る
と
す
る
。
 
 

さ
き
に
紹
介
し
た
救
済
・
周
阿
の
作
風
の
比
較
は
、
連
歌
史
の
展
開
に
お
け
る
上
古
連
歌
の
長
所
と
近
代
連
歌
の
欠
点
の
問
題
意
識
 
 

に
係
り
、
特
に
周
阿
に
つ
い
て
は
、
後
者
の
問
題
点
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
個
所
か
ら
指
摘
出
来
る
の
は
、
有
伯
へ
返
事
を
認
め
た
時
点
で
心
敬
は
、
救
済
と
周
阿
の
百
番
連
歌
合
を
も
躇
ま
え
て
、
 
 

近
代
か
ら
近
頃
の
連
歌
享
受
の
状
況
に
厳
し
い
批
判
を
加
え
、
ま
た
救
済
・
周
阿
に
対
し
て
も
、
こ
の
観
点
に
立
っ
た
個
別
的
な
理
 
 

注
七
 
 

解
と
評
価
を
示
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
関
東
下
向
後
に
創
作
さ
れ
た
≡
作
品
の
既
文
に
お
い
て
は
、
救
済
・
周
阿
を
並
 
 

べ
て
質
讃
し
、
両
者
の
作
風
と
創
作
主
体
の
問
題
に
個
別
的
に
言
及
す
る
こ
と
ほ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
の
み
を
と
っ
て
も
、
 
 

心
敬
の
『
連
歌
合
』
 
の
創
作
意
図
が
、
対
象
と
な
る
関
東
の
連
歌
愛
好
者
の
状
況
と
の
関
係
か
ら
考
察
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
 
 

る
と
い
え
よ
う
。
 
 

臼
 
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
に
お
け
る
救
済
・
周
阿
句
の
引
用
 
 
 

さ
て
、
第
三
に
問
題
と
な
る
の
は
、
心
敬
が
救
済
・
周
阿
の
句
を
引
用
す
る
に
際
し
て
、
前
句
を
含
め
て
ど
の
よ
う
な
改
変
を
行
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の
場
合
、
「
雪
に
吹
」
は
「
吹
く
」
の
読
み
が
原
形
と
す
れ
ば
、
「
吹
き
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
句
に
曲
折
を
与
え
、
時
間
の
推
 
 

移
を
印
象
せ
し
め
る
効
果
、
ひ
い
て
は
句
に
精
緻
さ
を
与
え
る
改
変
で
あ
る
と
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
添
い
づ
る
ら
ん
）
 
 
 

鋸
 
塩
干
の
州
や
な
が
れ
出
ら
ん
 
 
 

を
持
つ
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
後
者
を
「
住
ば
す
め
」
と
改
変
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
 
 

な
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
心
敬
ほ
有
伯
へ
の
書
簡
に
救
済
と
周
阿
の
召
番
連
歌
合
か
ら
、
両
者
の
付
句
を
五
句
ず
つ
引
 
 

用
し
た
が
、
そ
の
句
形
は
連
歌
合
本
文
と
十
箇
所
に
わ
た
る
異
同
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
問
題
の
多
い
こ
の
書
簡
の
本
文
上
 
 

の
乱
れ
と
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
異
同
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
敬
に
よ
る
句
形
改
変
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
の
 
 

で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
、
救
済
・
周
阿
と
も
に
前
句
・
付
句
の
句
形
に
異
同
な
い
も
の
一
、
前
句
に
改
変
あ
る
も
の
一
、
付
句
に
改
 
 

変
あ
る
も
の
二
と
な
る
。
奇
妙
な
一
致
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
心
敬
が
句
形
改
変
を
試
み
な
が
ら
書
簡
を
認
め
た
な
か
 
 

で
生
じ
た
、
偶
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

で
は
、
書
簡
に
お
け
る
句
形
の
異
同
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
異
同
が
存
在
す
る
例
句
に
つ
い
て
『
連
 
 

歌
合
』
本
文
と
対
校
し
、
相
手
句
お
よ
び
心
敬
句
を
も
併
わ
せ
て
括
弧
内
に
示
し
た
う
え
で
、
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

ま
ず
救
済
句
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
 
 
 

罰
 
露
の
寒
き
は
霜
に
か
ハ
り
て
 
 

（
ヽ
野
に
ハ
あ
る
草
や
山
に
も
枯
ぬ
ら
ん
 
 
周
）
 
 

住
は
す
め
 
 
 

庵
古
ぬ
こ
の
後
た
れ
か
む
す
パ
ま
し
 
 
 

侍
 
 
 

（
秋
の
花
さ
そ
ふ
冬
野
を
い
た
む
ら
ん
 
 
心
）
 
 

（
ふ
り
）
 
 

の
場
合
、
救
済
句
が
前
句
の
 
「
霜
」
に
対
し
て
「
古
ぬ
」
、
 
 

釦
 
近
く
見
へ
た
る
杉
の
む
ら
立
 
 

⊥
き
 
 
 

雪
に
吹
閑
の
嵐
に
ょ
ハ
明
て
 
 

（
霧
は
る
1
山
田
の
原
に
月
出
て
 
 

（
朝
ま
だ
き
山
本
看
き
雨
晴
て
 
 

「
霹
」
 
に
対
し
て
「
結
ば
ま
し
」
と
応
じ
る
と
い
う
、
結
構
の
旬
の
僻
き
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の
場
合
ほ
、
「
明
択
」
が
「
暁
」
 
 

力
強
い
運
行
の
印
象
を
表
現
し
、
 
 

の
場
合
、
夢
ほ
夜
明
け
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
か
ら
す
れ
ほ
、
原
形
の
前
句
が
難
句
で
あ
る
こ
と
は
、
『
自
 
 

注
』
 
に
 
「
前
句
殊
外
難
儀
に
お
ぼ
え
侍
る
歎
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
救
済
句
は
理
屈
が
勝
っ
て
い
る
こ
と
 
 

は
明
ら
か
で
、
改
変
に
よ
っ
て
付
句
と
の
関
係
ほ
き
わ
め
て
自
然
な
も
の
と
な
り
、
大
様
な
な
か
に
そ
こ
は
か
と
な
い
情
感
の
託
っ
 
 

た
付
合
と
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
心
敬
の
句
形
変
更
は
、
ま
さ
に
さ
き
に
紹
介
し
た
心
敬
の
救
済
評
価
に
、
よ
り
近
づ
け
る
意
図
か
ら
な
 
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
然
と
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
周
阿
句
の
句
形
改
変
は
、
ど
の
よ
う
に
判
断
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

2
 
身
の
は
る
た
の
め
神
な
ら
ば
神
 
 

さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
付
句
の
改
変
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
妥
当
性
は
増
す
で
あ
ろ
う
。
原
形
の
「
な
が
れ
出
ら
ん
」
と
「
明
灰
」
 
 

の
付
合
で
は
、
付
句
が
あ
ま
り
に
も
前
句
を
合
理
的
た
受
け
止
め
る
も
の
に
堕
し
て
し
ま
う
。
 
 

の
覚
れ
ば
 
 
 

9
2
 
夢
よ
り
後
に
夜
こ
そ
明
ぬ
れ
 
 

（
世
に
か
す
む
名
を
バ
昔
も
欺
く
ら
ん
 
 
心
）
 
 

こ
の
場
合
、
『
金
菓
集
』
 
の
「
な
は
し
ろ
み
づ
に
せ
き
く
だ
せ
」
な
ど
の
例
歌
か
ら
す
れ
は
、
「
に
」
 
の
方
が
妥
当
で
あ
り
、
助
詞
 
 
 

（
此
道
辺
の
 
あ
ら
ハ
る
ゝ
雪
分
て
 
 

に
の
 
 

ヽ
苗
代
の
水
に
雨
ま
つ
苛
よ
ミ
て
 
 

（
海
士
人
の
水
汲
舟
を
さ
し
よ
せ
て
 
 
 

暁
 
 

明
灰
は
所
／
＼
に
山
、
、
、
え
て
 
 

（
朝
朗
霞
に
雪
の
江
は
暗
て
 
 

（
鳥
も
鳴
鐘
も
声
し
て
又
も
ね
ず
 
 

き
の
ふ
ぞ
と
思
ふ
別
も
昔
に
て
 
 

（
送
り
捨
帰
る
野
も
せ
に
鐘
な
り
て
 
 

に
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
時
間
を
さ
ら
に
引
き
上
げ
四
囲
の
閤
を
強
調
し
、
も
っ
て
自
然
の
 
 

位
の
高
さ
の
感
覚
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
読
み
た
い
。
前
句
が
「
添
い
づ
る
ら
ん
」
と
改
変
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の
場
合
は
、
付
句
は
助
詞
の
改
変
で
あ
る
が
、
「
や
」
を
「
の
」
と
す
る
こ
と
は
『
後
拾
遺
集
』
の
本
歌
か
ら
も
は
ず
れ
、
ま
た
抒
 
 

情
味
を
大
き
く
削
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
句
の
改
変
は
、
そ
の
独
立
性
を
強
め
て
い
た
が
、
一
方
で
付
 
 

句
に
よ
り
密
接
さ
せ
る
改
変
と
も
理
解
さ
れ
、
そ
れ
が
結
構
句
へ
の
傾
向
を
強
め
る
と
も
解
釈
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
改
変
は
 
 

『
百
句
付
』
 
『
自
注
』
に
も
引
き
継
が
れ
、
後
者
で
は
「
前
句
よ
る
べ
き
所
な
く
候
か
（
中
略
）
。
か
や
う
の
前
句
を
め
づ
ら
し
き
 
 

か
た
へ
ひ
き
な
し
て
侍
る
事
、
初
心
の
こ
と
に
て
は
不
庶
幾
歎
」
と
す
る
が
、
周
阿
評
の
例
句
と
し
て
本
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
 
 

と
を
考
え
合
わ
せ
て
、
注
意
を
惹
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

の
用
法
と
し
て
も
素
直
な
句
作
り
で
あ
る
。
改
変
句
は
、
 
 

と
は
二
読
し
て
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
心
敬
の
改
変
ほ
、
 
 

の  
氷
の
上
も
 
 
 

6
 
か
1
る
折
し
も
月
お
ぼ
ろ
な
り
 
 
 

（
船
と
む
る
浦
よ
り
川
の
さ
ゆ
る
よ
に
 
侍
）
 
 

に
周
阿
を
評
し
て
い
う
、
「
詞
心
少
し
凡
俗
の
こ
 
 

ぞ
 
 
 

7
4
 
生
れ
あ
ひ
て
も
と
も
に
老
ぬ
る
 
 

（
ヽ
蓑
鳥
の
此
頃
鳴
に
花
落
て
 
 
 

ヽ
鳥
の
子
の
尾
羽
と
ゝ
の
へ
バ
巣
を
出
て
 
 
 

（
鳥
の
子
の
す
だ
つ
ば
か
り
の
春
の
革
 
 

の
場
合
、
「
お
も
は
ぬ
」
か
ら
「
お
し
ま
ぬ
」
 
へ
の
語
の
水
準
で
の
変
更
で
あ
る
が
、
意
味
的
に
よ
り
直
接
的
表
現
に
堕
し
、
書
簡
 
 

5
3
 
山
よ
り
出
る
道
ぞ
見
え
た
る
 
 

お
し
ま
白
 
 
 

初
雪
に
跡
を
お
も
は
ぬ
木
樵
に
て
 
 

（
の
が
れ
な
バ
世
に
か
へ
ら
じ
と
思
ひ
し
に
 
 

（
一
す
ぢ
の
水
は
雪
に
も
顕
れ
て
 
 

大
原
や
山
の
中
な
る
清
水
に
て
 
 

（
袖
寒
ミ
暁
起
の
は
る
の
水
 
 

心周倖   心 侍周  
て
面
影
艶
な
く
候
」
 
の
批
判
に
一
層
傾
く
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

意
味
も
理
屈
に
走
る
も
の
と
な
り
、
語
調
の
上
で
も
店
屈
感
を
与
え
る
こ
 
 

一
句
の
大
様
さ
を
失
な
わ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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の
場
合
、
前
句
の
助
詞
「
も
」
か
ら
「
ぞ
」
 
へ
の
改
変
は
、
静
嘉
堂
文
庫
本
『
百
句
付
』
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
老
ぬ
る
」
 
 

の
「
老
た
る
」
 
へ
の
改
変
は
、
こ
の
書
簡
に
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
「
ぞ
」
 
の
方
が
、
句
意
が
明
瞭
に
な
る
と
し
て
の
改
変
で
あ
ろ
 
 

（
お
い
）
 
 

う
が
、
「
鳥
の
子
」
 
へ
よ
く
付
く
句
形
に
改
変
し
た
と
も
理
解
出
来
る
。
ま
た
「
老
た
る
」
と
し
て
は
「
尾
羽
と
ゝ
の
ふ
」
と
の
関
 
 

係
を
強
く
意
識
さ
せ
、
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
覚
え
る
も
の
と
な
る
。
改
変
は
と
も
に
、
付
味
を
細
か
く
緊
密
な
関
係
に
変
化
さ
せ
て
い
 
 

て
、
前
引
の
周
阿
評
を
強
化
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
心
敬
の
句
形
改
変
は
、
周
阿
句
の
否
定
的
側
面
を
 
 

よ
り
強
調
す
る
方
向
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

囲
 
『
連
歌
含
』
の
救
済
・
周
阿
句
と
心
敬
句
 
 

心
敬
が
有
伯
へ
の
書
簡
に
引
用
し
た
救
済
と
周
阿
の
百
番
連
歌
合
の
句
型
の
異
同
は
、
心
敬
の
連
歌
史
観
お
よ
び
救
済
・
周
阿
の
 
 

作
風
理
解
に
添
っ
て
な
さ
れ
た
意
図
的
改
変
で
あ
っ
た
、
と
想
定
さ
れ
た
。
こ
の
点
と
閑
適
し
て
、
『
連
歌
合
』
の
心
敬
句
と
書
簡
 
 

の
救
済
・
周
阿
句
の
題
材
と
の
相
互
関
係
が
、
興
味
を
惹
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
共
通
な
い
し
別
途
の
題
材
を
 
 

採
る
場
合
を
別
と
し
て
、
心
敬
句
が
救
済
句
の
み
と
類
似
の
題
材
を
採
る
例
ほ
認
め
ら
れ
ず
、
周
阿
句
と
親
近
関
係
を
窺
わ
せ
る
例
 
 

は
、
罰
・
9
2
・
5
3
・
閏
の
先
引
旬
の
ほ
か
、
 
 
 

1
2
 
夏
木
立
と
や
青
葉
な
る
ら
ん
 
 

を
加
え
て
、
八
句
に
及
ぶ
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
表
現
手
法
の
特
徴
を
把
握
す
る
た
め
に
、
表
現
型
に
つ
い
て
三
者
の
関
係
を
分
析
す
る
と
、
そ
こ
に
も
ー
応
の
傾
向
が
示
 
 

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
者
が
表
現
型
で
基
本
的
に
一
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
先
引
の
5
3
お
よ
び
、
 
 
 

6
2
 
深
山
の
道
を
ひ
と
り
こ
そ
ゆ
け
 
 
 

ヽ
く
も
る
日
は
裁
か
げ
だ
に
も
ミ
に
そ
ハ
で
 
侍
 
 
 

（
ミ
づ
垣
の
加
茂
の
社
を
祭
る
日
に
 
 

春
の
後
ミ
山
が
く
れ
の
遅
ぎ
く
ら
 
 

秋
な
ら
ぬ
雷
に
も
花
は
移
ろ
ひ
て
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周
 
 

ヽ
花
も
な
き
そ
の
木
未
だ
に
夕
に
て
 
 

b
 
 

ミ
し
ハ
な
き
蓬
が
柚
の
富
分
て
 
 

の
説
明
型
を
基
本
と
す
る
二
例
が
あ
る
が
、
一
致
ほ
完
全
で
は
な
く
、
と
も
に
救
済
・
周
阿
一
致
句
に
分
類
出
来
る
。
糾
・
別
の
場
 
 

合
も
、
厳
密
に
は
2
・
6
・
7
4
の
例
と
と
も
に
両
者
の
み
の
一
致
句
と
見
る
と
、
そ
れ
ら
ほ
合
計
六
例
を
数
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
 
 

れ
に
対
し
て
、
救
済
と
心
敬
の
基
本
的
一
致
句
は
9
2
・
1
2
の
二
例
、
周
阿
と
の
そ
れ
は
諷
の
一
例
が
あ
る
が
、
完
全
な
一
致
例
は
1
2
 
 

の
場
合
の
み
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
心
敬
が
多
少
と
も
救
済
・
周
阿
と
異
な
る
表
現
型
を
採
る
場
合
は
、
九
例
 
 

の
多
き
に
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
、
書
簡
に
お
け
る
救
済
・
周
阿
の
引
用
句
の
改
変
と
そ
れ
に
閑
適
す
る
諸
事
実
か
ら
、
特
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
 
 

心
敬
が
救
済
・
周
阿
そ
れ
ぞ
れ
の
句
風
の
差
異
を
認
識
し
た
う
え
で
、
表
現
改
変
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
心
敬
ほ
 
 

良
基
の
判
断
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
独
自
の
基
準
に
よ
っ
て
句
を
評
価
し
、
救
済
よ
り
も
周
阿
の
題
材
に
よ
り
多
く
依
拠
し
な
が
 
 

ら
、
両
者
の
い
ず
れ
と
も
異
な
っ
た
表
現
型
を
志
向
し
て
付
旬
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
心
敬
 
 

が
連
歌
史
観
や
表
現
理
念
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
持
ち
、
そ
れ
を
書
簡
に
お
い
て
も
詳
述
し
て
い
る
事
実
や
、
表
現
手
法
に
お
け
 
 

る
上
古
と
近
代
の
変
化
、
ま
た
現
在
の
連
歌
享
受
の
問
題
に
つ
い
て
、
書
簡
に
お
い
て
強
調
し
て
い
る
事
実
と
考
え
合
わ
せ
る
必
要
 
 

が
あ
ろ
う
。
 
 
 

そ
こ
か
ら
、
心
敬
は
自
ら
の
理
論
を
実
作
と
密
接
し
た
関
係
に
お
い
て
考
え
る
作
者
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
自
ら
も
近
代
作
者
で
あ
 
 

る
と
い
う
そ
の
立
場
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
確
認
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
関
東
下
向
後
の
一
連
の
作
品
 
 

に
お
け
る
前
句
お
よ
び
自
旬
の
修
訂
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
心
敬
独
自
の
連
歌
史
観
や
現
代
の
表
現
理
念
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
 
 

い
る
で
あ
ろ
う
事
情
を
想
定
さ
せ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
『
連
歌
合
』
の
試
み
に
お
い
て
、
心
敬
が
救
済
・
岡
阿
の
両
句
を
ど
の
よ
 
 

う
に
意
識
し
て
付
句
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
の
検
討
が
、
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
嫁
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
 
 

匝
 
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
に
お
け
る
心
敬
の
教
示
態
度
 
 
 

さ
て
最
後
に
問
題
と
な
る
の
ほ
、
心
敬
が
自
己
の
見
解
を
教
示
す
る
の
に
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
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奥 野 純 一  

で
あ
る
。
心
敬
は
救
済
と
周
阿
の
百
番
連
歌
合
に
言
及
す
る
に
先
立
っ
て
、
心
敬
一
流
の
連
歌
論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
 
 

近
時
の
歌
道
の
状
況
を
批
判
し
、
稽
古
と
工
夫
・
修
行
と
い
う
句
作
上
の
課
題
を
示
す
。
次
い
で
幽
玄
体
の
特
質
を
論
じ
、
結
構
の
 
 

句
と
具
足
に
ょ
る
付
合
を
中
心
と
し
た
、
下
手
の
句
の
特
徴
を
説
明
す
る
。
さ
ら
に
他
人
の
句
を
明
ら
め
知
る
こ
と
の
困
難
さ
か
ら
、
 
 

工
夫
・
修
行
な
き
人
の
句
の
評
価
の
観
点
を
提
起
し
、
不
数
寄
の
耳
な
き
人
と
耳
の
少
し
あ
る
作
者
と
の
評
価
態
度
を
あ
げ
、
一
体
 
 

尊
重
の
態
度
を
否
定
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
堪
能
の
句
作
の
特
質
の
指
摘
か
ら
、
結
構
の
句
と
大
ど
か
な
句
の
欠
点
に
ふ
れ
、
冷
暖
 
 

自
知
の
問
題
と
結
論
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
知
恵
・
利
根
の
限
界
を
示
し
、
真
の
心
を
知
る
た
め
の
工
夫
・
修
行
・
執
心
を
強
調
 
 

し
、
念
々
修
行
の
必
要
を
説
き
、
一
貫
の
人
と
し
て
救
済
・
宗
勘
・
智
薙
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
委
曲
を
尽
し
た
教
示
は
、
心
敬
と
の
一
匹
に
対
す
る
有
伯
か
ら
の
礼
状
に
接
し
て
、
十
分
な
指
導
も
行
な
え
ぬ
ま
ま
に
 
 

慌
し
く
庸
を
辞
し
た
詫
言
を
ふ
ま
え
て
な
さ
れ
た
も
の
と
想
定
出
来
る
。
そ
こ
で
特
に
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
心
敬
の
語
調
か
ら
見
 
 

て
、
そ
の
教
示
が
相
手
の
有
伯
と
状
況
認
識
を
共
有
す
る
か
、
少
な
く
と
も
同
一
に
し
得
る
と
い
う
立
場
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
 
 

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
教
示
は
、
相
手
有
伯
が
心
敬
の
主
張
す
る
創
作
態
度
を
理
解
し
、
受
容
す
る
こ
と
の
出
来
る
存
在
と
認
め
 
 

た
う
え
で
な
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

心
敬
の
状
況
理
解
は
、
当
座
の
翫
び
の
み
で
稽
古
・
工
夫
・
修
行
の
欠
除
す
る
こ
と
、
名
聞
や
世
俗
の
た
め
の
手
段
化
、
上
手
ば
 
 

か
り
で
賢
出
の
み
心
が
け
る
態
度
と
い
う
、
現
実
に
対
す
る
激
し
い
批
判
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
心
敬
の
主
張
す
る
創
作
態
度
ほ
、
環
 
 

境
や
交
遊
の
選
択
、
他
者
へ
の
理
解
、
創
作
主
体
の
精
神
面
の
重
視
、
表
現
手
法
の
精
神
面
と
の
関
係
化
、
工
夫
・
修
行
の
要
請
と
 
 

い
っ
た
、
創
作
主
体
へ
の
厳
し
い
要
求
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
点
ほ
『
連
歌
合
』
の
政
文
に
全
く
言
及
 
 

さ
れ
な
い
事
実
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
在
京
中
の
心
敬
の
相
手
へ
の
態
度
と
、
関
東
流
浪
中
の
連
歌
愛
好
者
へ
の
対
応
と
の
比
較
が
 
 

き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
 
の
検
討
か
ら
判
明
し
た
諸
事
実
は
、
こ
の
よ
う
に
『
連
歌
合
』
以
下
の
諸
作
品
を
検
討
す
る
た
め
の
、
最
 
 

も
中
心
的
な
観
点
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
そ
れ
ら
の
事
実
ほ
、
心
敬
の
関
東
流
浪
中
に
生
み
出
さ
れ
た
一
連
の
作
 
 

品
の
創
作
意
図
や
連
歌
享
受
者
観
を
通
し
て
、
心
敬
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
せ
る
も
の
で
あ
 
 

っ
た
。
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『救済局阿心数百番連歌合』をめく阜って  

二
、
『
救
済
周
阿
心
敬
百
番
連
歌
合
【
上
 
に
見
る
心
敬
像
 
 

H
 
『
連
歌
合
』
践
文
の
伝
え
る
も
の
 
 

心
敬
は
関
東
流
浪
の
う
ち
に
、
救
済
と
周
阿
の
盲
番
連
歌
合
を
再
見
し
て
、
一
連
の
作
品
を
残
し
た
。
そ
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
 
 

『
連
歌
合
』
は
、
ど
の
よ
う
な
心
敬
像
を
伝
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
、
欧
文
お
よ
び
付
句
の
両
面
か
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
、
こ
 
 

の
間
題
に
迫
っ
て
み
た
い
。
 
 
 

ま
ず
『
連
歌
合
』
 
の
抜
文
の
検
討
を
試
み
る
が
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
次
の
諸
点
を
内
容
と
し
て
い
る
。
 
 
 

第
一
に
、
救
済
・
周
阿
の
連
歌
合
を
「
預
金
玉
な
り
」
と
評
価
し
、
第
二
に
、
「
一
見
感
情
に
堪
か
ね
て
、
瓦
礫
を
付
侍
り
」
と
 
 

創
作
の
心
情
を
披
歴
し
、
第
三
に
は
、
「
田
舎
の
徒
然
の
心
を
養
ひ
、
又
い
さ
1
か
の
稽
古
に
も
と
思
ひ
侍
る
は
か
り
也
」
と
、
創
 
 

作
の
目
的
を
述
べ
る
。
次
に
、
第
四
に
、
「
両
賢
、
既
前
句
の
心
詞
の
髄
脳
を
バ
、
毎
句
取
尽
し
給
侍
れ
ば
」
と
、
両
者
に
よ
る
付
 
 

句
の
完
全
さ
を
指
摘
し
、
第
五
に
、
上
古
の
風
鉢
で
あ
る
こ
と
で
、
「
大
様
大
ど
か
に
し
て
、
あ
り
が
た
く
」
思
わ
れ
る
と
す
る
。
 
 

し
か
し
な
が
ら
第
六
に
、
時
代
が
遠
か
に
過
ぎ
て
い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
で
は
「
今
の
代
の
耳
に
ハ
、
事
ふ
り
た
る
な
る
べ
し
」
と
 
 

判
断
し
、
第
七
に
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
に
よ
る
「
風
鉢
の
用
捨
、
簡
要
た
る
べ
く
侯
哉
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
第
八
に
、
前
句
 
 

に
つ
い
て
、
「
晶
な
く
え
む
に
お
く
れ
、
こ
と
ぐ
1
・
し
く
心
っ
た
な
く
、
難
句
ど
も
」
で
あ
る
と
非
難
す
る
こ
と
を
も
っ
て
終
え
ら
 
 

れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
政
文
の
諸
点
を
、
書
簡
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
心
敬
が
こ
の
 
 

作
品
を
付
嘱
し
た
相
手
に
対
し
て
、
苔
簡
の
有
伯
の
よ
う
に
創
作
主
体
と
し
て
の
共
通
意
識
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
主
体
へ
 
 

の
要
請
も
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
心
敬
が
そ
の
相
手
と
い
う
連
歌
享
受
に
と
っ
て
基
本
的
な
存
在
 
 

に
つ
い
て
、
有
伯
に
対
す
る
の
と
ほ
異
な
っ
た
評
価
と
態
度
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
心
敬
の
付
句
 
 

の
営
為
は
、
問
題
意
識
を
と
も
に
語
り
得
な
い
相
手
へ
の
対
応
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
一
面
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
 
 

は
、
『
連
歌
合
』
に
お
け
る
心
敬
像
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

第
二
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
救
済
と
周
阿
の
連
歌
合
が
再
見
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
ず
に
、
か
つ
て
ほ
創
作
的
関
心
を
寄
せ
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る
こ
と
が
な
か
っ
た
そ
の
作
品
を
、
一
見
し
て
た
だ
ち
に
感
激
の
あ
ま
り
付
句
を
行
な
っ
た
と
表
明
し
、
ま
た
そ
の
創
作
は
田
舎
に
 
 

お
け
る
徒
然
の
心
を
養
い
、
槽
古
の
た
め
で
あ
っ
た
と
説
明
す
る
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
心
敬
が
救
済
二
周
阿
の
連
歌
 
 

合
の
所
蔵
者
へ
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
立
場
に
あ
っ
た
、
と
い
う
推
測
を
容
易
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
作
品
に
再
会
 
 

し
た
と
き
、
心
敬
は
連
歌
享
受
の
場
に
対
す
る
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
含
め
た
生
活
の
不
如
意
さ
に
よ
っ
て
、
閉
塞
 
 

し
た
心
境
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
心
敬
の
重
視
し
た
稽
古
の
不
足
を
、
一
層
強
く
意
識
さ
せ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
 
 

第
三
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
書
簡
で
は
連
歌
史
に
つ
い
て
、
上
代
の
句
風
を
評
価
し
、
当
世
の
好
士
を
批
判
し
、
ま
た
、
個
別
的
 
 

に
救
済
・
周
阿
を
認
識
し
、
周
阿
句
風
に
難
点
を
見
出
し
て
い
た
も
の
が
、
救
済
・
周
阿
を
と
も
に
賞
讃
す
る
反
面
、
上
古
の
風
体
 
 

が
現
代
で
は
適
合
し
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
前
句
へ
激
し
い
非
難
を
加
え
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
心
敬
の
相
手
に
お
い
て
 
 

救
済
・
周
阿
を
分
別
し
た
批
評
を
受
け
容
れ
る
余
地
が
乏
し
く
、
ま
た
そ
の
連
歌
享
受
の
雰
囲
気
に
つ
い
て
は
、
古
株
の
欠
点
と
ほ
 
 

一
ば
同
質
の
問
題
点
が
存
在
し
た
事
情
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か
。
 
 

純
 
 
以
上
、
『
連
歌
合
』
餃
文
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
が
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
心
敬
像
は
、
ま
こ
と
に
屈
折
し
た
内
面
を
抱
え
た
、
 
 

野
 
流
浪
の
老
芸
術
家
の
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
特
に
、
関
東
流
寓
の
な
か
で
の
創
作
的
危
扱
感
が
、
先
賢
作
品
 
 

奥
 
と
の
再
会
を
契
機
と
し
て
、
以
前
に
な
か
っ
た
創
作
意
欲
を
燃
え
立
た
せ
る
と
と
も
に
、
こ
の
地
の
連
歌
享
受
の
水
準
の
低
さ
か
ら
 
 

見
た
作
品
評
価
の
不
可
能
さ
を
自
覚
し
、
支
持
者
の
意
向
を
配
慮
し
て
連
歌
創
作
態
度
を
間
接
的
に
し
か
批
判
し
な
い
と
こ
ろ
は
、
 
 

心
敬
像
の
基
本
的
枠
組
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

184  

目
 
『
連
歌
合
』
各
句
の
表
現
型
分
猥
 
 

関
東
流
浪
を
生
き
る
心
敬
優
に
つ
い
て
、
『
連
歌
合
』
抜
文
の
伝
え
る
と
こ
ろ
ほ
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
う
け
て
、
当
時
 
 

の
心
敬
に
つ
い
て
最
も
多
く
を
語
る
は
ず
の
、
『
連
歌
合
』
の
付
旬
そ
の
も
の
の
検
討
に
移
り
た
い
。
 
 
 

こ
の
た
め
に
、
特
に
心
敬
の
付
句
表
現
を
中
心
に
一
連
の
表
現
分
析
を
行
な
い
、
ま
た
後
に
付
様
の
検
討
を
試
み
る
が
、
前
者
と
 
 

し
て
は
、
ま
ず
前
提
と
し
て
前
句
と
救
済
・
周
阿
・
心
敬
の
各
句
の
表
現
型
を
判
定
し
、
そ
の
結
果
を
も
と
に
心
敬
付
旬
が
他
作
老
 
 

の
付
旬
と
、
ど
の
よ
う
な
相
互
関
係
を
持
つ
か
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
他
作
者
の
表
現
塑
と
異
な
る
心
敬
付
句
に
限
定
し
て
、
そ
れ
 
 13   
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ま
ず
、
心
敬
の
付
句
の
表
現
分
析
の
前
提
と
し
て
、
 
 

と
、
表
Ⅰ
の
よ
う
に
な
る
。
 
 

表
Ⅰ
 
 

（
わ
か
れ
う
き
今
朝
の
涙
の
そ
の
ま
ゝ
に
 
侍
）
 
 
 

（
い
つ
は
り
に
う
た
て
命
の
こ
り
も
せ
で
 
心
）
 
 

の
ご
と
き
主
観
描
写
型
が
4
6
句
と
半
数
に
近
く
、
う
ち
で
4
1
の
純
粋
型
が
3
3
例
と
中
心
を
占
め
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ほ
同
 
 
 

ら
の
蓑
現
型
の
傾
向
を
分
析
す
る
。
ま
た
付
様
の
検
討
と
し
て
は
、
心
敬
付
旬
が
他
者
の
そ
れ
に
対
し
て
、
顕
著
な
対
照
を
な
し
て
 
 

い
る
要
素
を
求
め
て
概
括
的
な
分
類
を
行
な
い
、
心
敬
付
句
の
付
様
の
債
向
を
把
握
す
る
。
 
 

襲
か
ら
前
句
に
つ
い
て
見
る
と
、
ま
す
、
 
 

4
1
 
此
夕
ぐ
れ
も
人
ぞ
ま
た
る
1
 
 

（
独
聞
荻
の
上
風
身
に
入
て
 
 

（
注
）
 
各
欄
の
数
値
は
、
上
段
 
純
粋
型
、
中
段
 
複
合
型
、
下
段
 
合
計
の
旬
数
を
示
す
。
 
 

周
）
 
 

前
句
と
救
済
・
周
阿
・
心
敬
の
各
付
句
の
表
現
型
を
分
短
し
て
表
示
す
る
 
 

14  



奥 野 純 一  182  

型
が
、
付
句
で
は
各
作
者
と
も
二
割
に
満
た
た
い
こ
と
か
ら
見
て
、
前
句
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
客
観
描
写
型
が
加
例
を
占
め
る
が
、
こ
ち
ら
は
全
て
が
、
 
 
 

8
 
い
に
し
へ
よ
り
も
霞
む
あ
り
明
 
 

周
）
 
 
 

（
ヽ
花
は
猶
老
の
名
残
や
思
ふ
ら
ん
 
 

侍
）
 
 
 

（
老
が
身
に
夢
の
残
る
も
す
く
な
く
て
 
 

心
）
 
 

（
花
に
さ
へ
そ
ら
め
悲
し
く
身
ハ
老
て
 
 

の
よ
う
に
複
合
型
で
あ
る
。
こ
れ
は
純
粋
な
景
気
の
句
で
は
な
い
体
言
終
止
句
も
、
多
く
こ
の
表
現
型
に
含
め
た
こ
と
に
ょ
っ
て
い
 
 

る
。
他
句
と
比
較
す
る
と
、
心
敬
旬
の
み
ほ
ぼ
似
た
数
値
を
示
す
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
 
 
 

第
三
に
抒
情
塑
が
1
7
例
を
数
え
、
純
粋
型
が
、
 
 
 

3
7
 
や
す
く
過
る
ハ
時
雨
な
り
け
り
 
 

周
）
 
 
 

（
ヽ
月
を
ミ
て
ふ
り
ぬ
と
思
ふ
身
の
盛
 
 

（
わ
れ
の
ミ
と
世
に
ふ
る
事
を
欺
く
身
に
 
 
侍
）
 
 
 

心
）
 
 

（
雲
ほ
先
せ
と
こ
す
船
に
先
立
て
 
 

と
、
6
例
に
の
ぼ
る
こ
と
も
分
か
る
。
付
句
で
ほ
救
済
の
場
合
が
最
多
で
あ
る
が
、
前
句
の
半
数
に
し
か
過
ぎ
ず
、
純
粋
型
と
複
合
 
 

型
が
相
半
し
て
い
る
様
相
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 
 

第
四
に
、
す
で
に
引
用
し
た
2
の
前
句
（
七
貢
）
 
の
よ
う
な
表
明
型
は
、
3
例
と
き
わ
め
て
少
な
い
が
、
こ
の
債
向
は
付
句
に
も
 
 

認
め
ら
れ
、
連
歌
一
般
に
お
け
る
同
型
の
位
置
を
示
す
も
の
と
も
解
さ
れ
よ
う
。
 
 
 

最
後
に
、
説
明
型
は
次
に
示
す
、
 
 

4
9
 
朝
夕
ま
つ
ハ
旅
の
音
づ
れ
 
 

（
山
川
を
い
く
日
の
道
に
隔
つ
ら
ん
 
 

（
遠
く
行
人
も
月
日
や
隔
つ
ら
ん
 
 

（
子
を
お
も
ふ
は
ゝ
そ
の
一
木
枯
や
ら
で
 
 

心 周侍  
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の
例
に
見
る
心
敬
ほ
適
に
最
も
多
く
、
前
句
と
ほ
ぼ
同
様
の
憤
向
を
示
す
。
周
阿
の
句
数
ほ
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
 
 

が
、
純
粋
塑
を
欠
い
て
い
る
。
 
 
 

第
三
に
抒
情
型
に
つ
い
て
見
る
と
、
客
観
描
写
型
と
逆
の
傾
向
が
窺
え
、
救
済
の
句
数
が
最
も
多
い
が
前
句
の
約
半
数
に
過
ぎ
 
 

ず
、
周
阿
・
心
敬
と
順
次
減
少
し
て
い
る
。
前
句
の
場
合
、
純
粋
型
が
多
い
が
、
付
句
で
ほ
次
の
周
阿
句
、
 
 

あ
か
で
た
れ
昔
が
た
り
を
か
へ
す
ら
ん
 
 
心
 
 

の
例
の
よ
う
に
、
救
済
・
心
敬
に
純
粋
型
が
多
く
、
周
阿
は
複
合
型
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
客
観
描
写
型
は
、
三
者
に
お
い
て
純
粋
型
に
乏
し
く
、
こ
れ
も
前
句
に
共
通
す
る
傾
向
で
あ
る
。
三
者
の
う
ち
で
救
済
が
最
 
 

も
少
な
く
、
 
 

次
に
、
表
を
付
句
に
つ
い
て
見
る
と
、
 
 

な
い
。
そ
の
う
ち
で
ほ
、
 
 
 

2
3
（
心
の
月
も
は
や
更
に
け
り
 
 
 

ヽ
独
ね
て
こ
な
た
の
秋
を
思
ひ
し
れ
 
 

行
ま
1
に
野
中
ハ
山
の
陰
も
な
し
 
 

の
よ
う
に
、
客
観
描
写
型
に
区
分
し
た
例
に
近
い
句
な
ど
を
も
含
め
て
も
、
1
2
例
の
少
数
な
数
え
る
の
み
で
あ
り
、
従
っ
て
例
句
を
 
 

含
め
て
大
多
数
が
複
合
型
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
同
型
が
付
句
で
は
過
半
数
を
占
め
る
事
実
と
合
わ
せ
て
、
主
観
描
写
型
と
き
わ
 
 

め
て
対
照
的
で
あ
り
、
や
は
り
前
句
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
 
 

3
7
 
（
杉
の
木
の
ま
の
雪
ぞ
ミ
え
け
る
 
 

（
ヽ
二
本
の
花
に
い
づ
れ
か
の
こ
る
ら
ん
 
 

（
ヽ
月
の
も
る
閑
の
清
水
ハ
氷
に
て
 
 
 

明
初
る
横
川
の
遠
の
比
良
の
山
 
 

彪
 
（
別
し
人
の
と
を
き
お
も
か
げ
 
 

ヽ
故
郷
ハ
花
を
ま
ち
て
や
と
ハ
れ
ま
し
 
 

ま
ず
主
観
描
写
型
は
付
句
の
表
現
型
の
第
二
位
を
占
め
る
が
、
三
者
と
も
に
二
割
に
満
た
 
 

心周 侍  
周
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の
よ
う
に
、
複
合
型
が
や
ゃ
優
位
で
あ
る
。
 
 
 

第
四
に
表
明
塑
は
、
例
句
の
救
済
と
周
阿
に
4
例
と
、
ほ
ぼ
前
句
に
等
し
く
、
心
敬
は
l
例
の
み
と
少
な
い
。
 
 
 

郭
 
（
つ
な
ぐ
と
ミ
え
て
船
ぞ
と
ゞ
ま
る
 
 

）
 
 

我
ハ
放
す
ま
の
関
守
心
せ
よ
 
 

侍
 
 
 

（
旅
人
の
馬
う
ち
わ
た
す
州
の
せ
に
 
 

周
）
 
 
 

（
汐
せ
に
ハ
ゆ
る
ぐ
ば
か
り
の
浪
も
な
し
 
 
心
）
 
 

付
句
で
は
、
純
粋
型
が
や
や
多
い
こ
と
が
指
摘
出
来
る
。
 
 
 

最
後
に
説
明
型
は
そ
れ
ぞ
れ
過
半
数
に
の
ぼ
り
、
前
句
の
傾
向
と
顕
著
な
対
比
を
示
し
て
い
る
。
救
済
・
周
阿
・
心
敬
と
順
次
句
 
 

数
が
減
少
す
る
が
、
そ
の
差
は
小
さ
い
。
ま
た
、
純
粋
塾
と
複
合
型
と
を
対
比
す
る
と
、
次
の
救
済
・
周
阿
両
句
、
 
 

の
よ
う
に
前
者
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
後
者
は
句
数
と
は
逆
に
心
敬
・
周
阿
・
救
済
の
順
で
多
数
を
占
め
る
。
 
 
 

総
じ
て
付
句
に
あ
っ
て
は
、
主
観
描
写
型
、
客
観
描
写
塑
、
説
明
型
の
三
菱
現
型
に
お
い
て
、
救
済
・
周
阿
・
心
敬
の
二
者
の
差
 
 

異
が
窺
い
得
る
が
、
特
に
客
観
描
写
塑
ほ
心
敬
に
多
く
、
抒
情
型
を
も
含
め
て
説
明
型
で
は
救
済
が
多
く
、
周
阿
は
全
て
の
点
で
中
 
 

間
的
で
あ
る
傾
向
は
注
意
し
て
よ
い
。
ま
た
、
五
種
の
表
現
型
を
通
じ
て
純
粋
塑
と
複
合
型
の
比
重
を
見
る
と
、
救
済
は
純
粋
型
が
 
 

多
く
、
周
阿
‥
心
故
に
複
合
型
が
相
対
的
に
多
い
こ
と
も
指
摘
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
の
分
析
に
知
ら
れ
る
心
敬
付
句
の
表
現
傾
 
 

向
は
、
心
敬
が
付
句
す
る
に
際
し
て
、
救
済
・
周
阿
両
者
の
表
現
型
を
、
相
当
に
意
識
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
を
、
か
な
 
 

り
整
理
さ
れ
た
形
で
裏
付
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

1
8
 
（
誰
す
む
里
も
秋
や
う
か
ら
ん
 
 
 

荻
に
吹
風
ハ
ひ
と
り
が
暮
な
ら
で
 
 

ヽ
あ
ひ
に
あ
ふ
月
と
風
と
の
よ
さ
む
に
て
 
 

（
辛
が
く
れ
の
こ
す
思
ひ
の
霞
も
な
し
 
 

（
夕
け
ぷ
り
空
な
る
雲
に
立
添
て
 
 

（
隅
田
川
舟
ま
つ
く
れ
に
袖
ぬ
れ
て
 
 

心周 侍  
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臼
 
心
敬
句
と
他
作
者
句
の
相
互
関
係
 
 
 

次
い
で
心
敬
付
句
が
他
作
老
の
付
句
の
表
現
塑
と
、
ど
の
よ
う
な
相
互
関
係
を
持
つ
か
の
検
討
に
移
る
が
、
分
類
を
表
示
す
る
と
 
 

表
Ⅱ
の
よ
う
に
な
る
。
 
 

表
Ⅱ
 
 

“
＝
〃
′
 
 

（
注
）
 
心
敬
独
白
表
現
句
の
 
は
、
心
敬
句
が
純
粋
型
で
そ
の
表
現
塑
を
基
本
型
と
す
る
他
旬
が
あ
る
も
の
、
 
は
、
心
敬
句
が
複
合
型
 
 

で
そ
の
基
本
型
の
純
粋
塑
の
他
句
が
あ
る
も
の
を
示
す
。
 
 
 

表
か
ら
、
救
済
・
周
阿
・
心
敬
の
表
現
型
が
一
致
す
る
付
合
ほ
、
 
 

5
7
 
（
ミ
た
と
も
浦
も
船
ハ
ゆ
く
な
り
 
 

へ
松
に
ふ
き
波
に
声
あ
る
風
聞
て
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訳
を
見
る
と
、
次
の
付
合
例
、
 
 
 

飢
 
（
な
ら
ひ
に
過
て
よ
こ
そ
長
け
れ
 
 
 

「
夏
秋
に
此
後
い
ま
ハ
独
寝
て
 
 
 

ヽ
涙
そ
ふ
寝
覚
の
時
雨
心
せ
よ
 
 

旅
ね
に
や
老
の
款
も
お
も
る
ら
ん
 
 

の
、
周
阿
の
説
明
型
、
救
済
の
表
明
型
、
心
敬
の
主
観
描
写
型
の
よ
う
に
、
全
く
表
現
塾
が
異
な
る
付
合
例
ほ
、
4
5
例
を
占
め
る
こ
 
 

と
が
指
摘
出
来
る
。
 
 
 

残
り
の
2
5
例
は
、
救
済
か
周
阿
の
少
な
く
と
も
一
人
と
基
本
型
は
一
致
す
る
も
の
の
、
複
合
型
と
し
て
基
本
型
に
付
随
す
る
表
現
 
 

周
 
 

あ
ま
人
の
む
ら
／
＼
た
住
里
有
て
 
 

心
 
 

後
れ
じ
と
旅
人
さ
ハ
ぐ
よ
ハ
明
て
 
 

の
説
明
型
の
例
な
ど
8
例
、
汝
済
と
心
敬
が
一
致
す
る
付
合
は
、
 
 
 

）
 
 
 

9
0
 
（
は
か
な
く
ミ
ゆ
る
滞
の
釣
ぶ
ね
 
 

ヽ
後
の
世
に
し
づ
ミ
は
つ
べ
き
身
を
し
ら
で
侍
 
 

（
ヽ
あ
ま
人
ほ
後
の
世
あ
り
と
よ
も
し
ら
じ
 
周
）
 
 

風
波
の
此
世
に
し
ば
し
身
を
う
け
て
 
 
心
 
 

の
説
明
型
の
例
な
ど
9
例
、
周
阿
と
心
敬
が
一
致
す
る
付
合
は
、
 
 

の
主
観
措
写
型
な
ど
1
1
例
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
全
体
の
約
一
割
を
占
め
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
心
敬
の
付
句
が
他
二
者
の
付
句
の
表
現
塑
と
完
全
に
は
一
致
し
な
い
場
合
は
、
乃
例
に
の
ぼ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
内
 
 

7
（
月
魔
な
る
旅
の
あ
か
つ
き
 
 

ヽ
故
郷
に
我
待
花
や
咲
ぬ
ら
ん
 
 

（
山
遠
き
雪
よ
り
鐘
の
ひ
ゞ
き
釆
て
 
 
 

船
遠
き
鐘
霞
む
江
ハ
花
も
な
し
 
 
 

）
 
 

周
 
 

倖
）
 
 

L
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塑
で
相
違
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
う
ち
、
 
 

の
例
の
、
心
敬
句
が
主
観
描
写
－
説
明
型
で
他
句
は
説
明
型
の
よ
う
に
、
他
者
の
付
句
が
純
粋
型
で
心
敬
付
句
が
複
合
型
で
あ
る
付
 
 

合
が
1
9
例
と
多
数
を
占
め
、
う
ち
2
例
は
心
敬
句
が
例
句
の
よ
う
に
、
他
二
者
と
基
本
型
で
一
致
す
る
。
 
 
 

逆
に
、
心
敬
旬
と
共
通
す
る
基
本
型
を
持
つ
、
 
 

場
合
ほ
ど
う
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

次
例
、
 
 
 

4
5
 
（
涙
の
し
ら
ぬ
夕
ぐ
れ
も
な
し
 
 

侍
 
 

待
初
し
心
こ
そ
猶
く
や
し
け
れ
 
 

月
待
と
人
に
ミ
え
て
ハ
い
ふ
も
の
を
 
 
周
 
 

忍
ぶ
る
を
も
ら
す
心
よ
た
れ
な
ら
ん
 
 
心
 
 

の
、
心
敬
句
が
抒
情
塑
で
あ
っ
て
、
周
阿
句
が
説
明
抒
情
型
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
6
例
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
心
敬
は
付
句
す
る
に
際
し
て
、
可
能
な
限
り
救
済
・
周
阿
の
表
現
型
と
は
異
な
る
表
現
を
試
料
て
い
る
。
 
 

ま
た
他
者
の
表
現
型
と
共
通
性
の
あ
る
表
現
型
を
採
る
場
合
で
は
、
そ
の
単
純
さ
を
敏
妙
な
表
現
に
洗
練
さ
せ
る
方
向
を
選
択
し
て
 
 

い
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
前
二
者
の
表
現
が
複
雑
さ
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
大
様
な
表
現
を
提
起
し
て
い
る
場
合
 
 

も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
。
 
 

囲
 
心
敬
の
独
自
表
現
型
句
の
特
徴
 
 

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
心
敬
付
句
の
表
現
傾
向
は
概
括
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
心
敬
の
付
句
に
お
け
る
表
現
の
力
 
 
 

3
5
 
（
雪
に
分
い
る
小
野
の
通
路
 
 

ヽ
す
ミ
が
ま
の
畑
を
山
の
中
に
ミ
て
 
 

ヽ
冬
ぎ
く
の
か
れ
し
比
よ
り
里
ふ
り
て
 
 
 

鹿
の
青
も
色
な
る
月
に
よ
ハ
更
て
 
 

救
済
二
間
阿
い
ず
れ
か
の
付
句
が
複
合
型
で
あ
っ
て
、
心
敬
句
が
純
粋
塑
で
あ
る
 
 20  
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点
を
確
か
め
る
た
め
に
、
心
敬
が
独
自
の
表
現
型
を
採
る
句
に
つ
い
て
、
そ
の
儀
向
を
分
析
す
る
と
表
Ⅲ
の
よ
う
に
な
る
。
 
 

表
Ⅲ
 
 （

注
）
 
該
当
句
番
号
の
上
欄
は
純
粋
型
、
下
欄
は
複
合
型
を
示
し
、
計
の
数
値
は
、
上
段
 
純
粋
塾
、
中
段
 
複
合
型
、
下
段
 
合
計
の
 
 

句
数
を
示
す
。
 
 

表
か
ら
、
表
明
塑
と
抒
情
型
は
心
敬
の
全
句
が
独
自
旬
で
あ
る
。
客
観
描
写
塑
は
全
句
に
占
め
る
同
型
比
よ
り
、
わ
ず
か
に
独
自
 
 

句
の
場
合
は
比
率
が
高
く
、
純
粋
型
は
2
句
す
べ
て
独
自
句
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
主
観
描
写
塑
も
同
傾
向
を
示
す
が
、
こ
ち
ら
 
 

は
全
句
に
お
け
る
比
率
に
較
べ
て
、
複
合
型
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
説
明
型
は
全
体
の
5
6
句
の
う
ち
独
自
句
は
3
5
句
を
占
め
る
が
、
 
 

注
八
 
独
自
句
で
は
こ
の
表
現
塑
は
減
少
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
複
合
型
は
2
1
句
全
句
が
そ
の
ま
ま
独
自
句
で
あ
り
、
逆
に
純
粋
型
は
 
 

全
体
で
3
5
句
に
の
ぽ
る
も
の
が
、
独
自
句
で
は
1
4
句
と
激
減
し
て
い
る
。
結
局
、
説
明
型
の
複
合
型
が
独
自
句
で
は
比
率
の
上
で
増
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加
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
独
自
句
の
ほ
と
ん
ど
が
他
作
者
の
い
ず
れ
か
の
純
粋
型
の
表
現
型
と
基
本
型
を
同
じ
く
し
て
い
る
わ
け
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
心
敬
が
付
句
の
創
作
に
お
い
て
他
作
老
に
対
し
て
、
特
に
独
自
の
表
現
を
採
る
こ
と
を
意
識
し
た
場
合
、
 
 

説
明
型
に
お
い
て
付
句
の
大
様
さ
を
否
定
し
て
、
複
雑
な
表
現
の
付
旬
を
志
向
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
付
合
例
と
 
 

し
て
は
、
す
で
に
引
用
し
た
8
の
付
句
（
一
五
頁
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
他
者
の
表
現
型
と
異
な
る
表
明
型
や
抒
情
型
 
 

を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
句
を
強
調
し
た
こ
と
も
、
 
 
 

）
 
 

謂
 
（
う
ち
も
ね
ら
れ
ず
夜
こ
そ
長
け
れ
 
 

周
 
 
 

在
明
の
月
に
砧
の
声
聞
て
 
 

ヽ
暁
の
か
ね
の
名
残
を
し
た
ひ
し
に
 
 

侍
 
 

身
は
老
ぬ
は
か
な
や
何
を
思
ふ
ら
ん
 
 
心
 
 

の
例
句
に
窺
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
主
観
描
写
塑
と
客
観
描
写
型
に
お
い
て
独
自
の
表
現
を
採
る
場
合
に
は
、
い
ず
れ
か
と
い
え
 
 

ば
、
前
者
の
場
合
ほ
精
緻
な
表
現
を
提
起
し
、
後
者
に
お
い
て
は
直
裁
な
表
現
を
主
張
す
る
意
識
が
働
い
た
と
解
し
て
よ
い
か
と
思
 
 

わ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
心
敬
の
付
句
を
検
討
し
て
見
れ
は
、
『
連
歌
合
』
は
心
敬
が
相
当
に
意
図
的
な
立
場
に
立
っ
て
付
句
し
た
、
創
造
的
 
 

作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
歴
然
と
す
る
。
従
っ
て
心
敬
に
と
っ
て
、
前
句
が
い
か
に
古
様
な
発
想
と
表
現
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
 
 

『
連
歌
合
』
 
の
時
点
で
ほ
、
相
手
と
の
関
係
で
そ
の
改
変
は
不
可
能
で
あ
り
、
付
句
が
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
事
情
と
と
も
に
、
創
 
 

作
態
度
の
観
点
か
ら
し
て
、
一
層
非
難
に
値
す
る
も
の
と
映
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
心
敬
が
践
文
で
前
句
を
非
難
し
た
こ
と
は
当
然
で
 
 

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
心
敬
の
付
句
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
真
の
表
現
上
の
問
題
は
、
心
敬
付
句
が
 
 

救
済
・
周
阿
の
そ
れ
に
対
し
て
き
わ
め
て
強
い
独
自
性
を
提
示
す
る
こ
と
の
背
後
に
、
上
古
連
歌
の
欠
点
と
認
め
ら
れ
る
表
現
を
、
 
 

心
敬
の
創
作
的
営
為
の
な
か
で
無
言
の
う
ち
に
批
評
し
て
い
る
事
実
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
 
 
 

有
伯
へ
の
書
簡
と
餃
文
の
対
比
か
ら
、
救
済
・
周
阿
の
付
合
作
品
で
あ
る
救
済
と
周
阿
の
百
番
連
歌
合
が
、
関
東
の
遵
衆
の
間
に
 
 

珍
重
さ
れ
る
雰
囲
気
が
存
在
し
た
事
情
が
推
測
さ
れ
た
。
と
す
れ
は
心
敬
の
付
旬
創
作
は
そ
の
ま
ま
、
地
方
連
歌
と
し
て
の
関
東
に
 
 
 



お
け
る
連
歌
享
受
の
現
状
に
対
す
る
、
暗
黙
の
批
判
で
あ
り
得
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
事
情
の
一
端
は
、
心
敬
が
後
に
『
自
注
』
に
 
 
 

筆
を
執
る
に
至
っ
て
、
前
引
の
 
（
九
頁
）
 
6
2
の
前
句
に
つ
い
て
、
「
前
句
、
殊
外
難
儀
に
お
ぼ
え
侍
る
殿
、
か
や
う
の
前
句
に
は
、
 
 

用
心
な
き
好
士
ハ
、
筆
の
下
に
何
と
も
付
侍
れ
ほ
、
付
句
あ
り
。
（
下
略
）
」
と
指
摘
す
る
な
ど
、
し
ば
し
ば
前
句
批
判
と
と
も
に
付
 
 

句
態
度
へ
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
も
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

軸
 
心
敬
句
の
付
様
の
傾
向
 
 

『
連
歌
合
』
 
の
付
句
の
検
討
も
長
く
な
っ
た
が
、
そ
の
最
後
と
し
て
、
心
敬
句
の
付
様
が
ど
の
よ
う
な
僚
向
を
示
す
か
に
つ
い
て
 
 

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

心
敬
の
付
合
を
救
済
・
周
阿
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
最
も
顕
著
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
相
違
点
に
つ
い
て
分
類
を
試
み
、
そ
れ
を
 
 

一
表
示
す
る
と
、
蓑
Ⅳ
の
よ
う
に
な
る
。
 
 

純
 
蓑
Ⅳ
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こ
こ
で
は
題
材
の
選
択
と
付
様
の
程
度
と
い
う
、
二
つ
の
観
点
を
併
用
し
た
包
括
的
な
分
類
を
試
み
た
が
、
こ
れ
に
ょ
っ
て
も
大
 
 

注
九
 
 

体
の
傾
向
は
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
題
材
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
心
敬
が
救
済
・
周
阿
と
別
の
題
材
を
選
択
す
る
、
 
 

合
と
し
て
、
 
 
 

乃
 
（
な
れ
て
も
山
の
奥
ぞ
寂
し
き
 
 

柴
の
戸
を
た
1
く
夕
の
松
の
風
 
 

〓
二
こ
 
 

す
つ
る
身
に
成
て
住
や
パ
柴
の
庵
 
 

松
風
に
心
ゆ
る
せ
パ
袖
ぬ
れ
て
 
 

1
9
 
（
霞
や
な
ミ
だ
の
た
ぐ
ひ
な
る
ら
ん
 
 

う
き
は
只
萩
ふ
く
風
の
夕
に
て
 
 

身
に
し
れ
バ
虫
の
鳴
ね
も
真
に
て
 
 

思
ひ
革
胸
に
色
付
野
に
か
れ
て
 
 

の
よ
う
な
付
句
が
1
9
例
存
在
す
る
。
 
 

4
3
 
（
身
に
ハ
し
ら
る
ゝ
人
の
面
影
 
 

わ
か
れ
に
し
そ
の
日
ハ
今
も
遠
か
ら
で
 
 

夢
に
行
我
ハ
そ
な
た
に
よ
も
ミ
え
じ
 
 

た
ら
ち
ね
に
心
の
似
ぬ
を
恨
に
て
 
 

の
よ
う
な
付
句
も
8
例
を
指
摘
出
来
る
。
 
 

の
例
の
よ
う
に
、
他
句
よ
り
も
細
や
か
な
付
様
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
以
例
に
の
ぽ
る
。
 
 
 

逆
に
、
 
 

ま
た
、
題
材
選
択
の
特
異
さ
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
、
 
 

ま
た
、
題
材
選
択
に
お
け
る
顕
著
さ
よ
り
も
、
付
合
の
性
格
の
う
え
で
、
救
済
・
周
阿
の
付
句
と
の
間
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
場
 
 

2
7
 
（
涙
に
な
る
も
月
を
こ
そ
見
れ
 
 
 

心周侍  



奥
 
 

一
 
の
場
合
の
よ
う
に
、
他
者
の
付
句
に
比
較
し
て
、
発
想
を
も
含
め
て
付
様
に
飛
躍
が
感
じ
ら
れ
る
付
合
は
、
3
2
例
と
三
割
に
の
ぼ
 
 

純
 
り
、
最
多
数
を
占
め
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
 
 

野
 
以
上
の
事
実
か
ら
、
心
敬
ほ
題
材
の
選
択
に
お
い
て
も
、
救
済
・
周
阿
と
の
共
通
性
を
避
け
よ
う
と
す
る
意
国
が
強
い
こ
と
が
窺
 
 
 

、
 

わ
れ
る
。
ま
た
付
様
に
お
い
て
は
飛
躍
し
た
付
様
や
大
様
な
付
句
を
も
っ
て
、
両
者
に
対
す
る
自
己
主
張
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
 
 

察
せ
な
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
心
敬
は
細
や
か
な
味
わ
い
の
付
様
を
示
す
句
作
を
捨
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
場
含
も
相
 
 

手
句
に
対
し
て
自
句
の
特
徴
を
対
置
す
る
意
図
に
ょ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
様
の
事
実
は
、
そ
の
ま
ま
救
済
・
周
阿
の
付
句
に
 
 

お
い
て
は
前
句
に
細
か
に
密
接
し
た
付
様
が
多
く
、
大
様
な
付
様
や
発
想
の
広
が
り
や
深
さ
を
伴
っ
た
付
様
は
乏
し
い
、
と
い
う
事
 
 

実
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
心
敬
の
こ
の
よ
う
な
付
句
態
度
は
、
上
古
風
の
長
所
は
生
か
し
、
短
所
は
改
め
よ
う
と
す
る
意
識
 
 

的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
現
代
の
句
風
に
対
す
る
態
度
で
も
あ
っ
た
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
間
の
消
息
を
心
敬
ほ
 
 

紋
文
に
、
「
用
捨
肝
要
」
と
断
定
的
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。
 
 

三
、
ひ
と
り
ご
と
に
お
け
る
諸
問
題
 
 

H
 
『
連
歌
合
』
疎
文
か
ら
『
ひ
と
り
ご
と
』
 
へ
 
 
 

侍
 
 
 

ヽ
秋
更
て
霞
だ
に
ミ
え
ず
小
夜
時
雨
 
 

ヽ
故
郷
の
荻
ふ
く
夙
に
さ
よ
更
て
 
 

周
 
 
 

心
 
 

秋
き
て
ハ
思
ひ
捨
べ
き
暮
も
な
し
 
 

の
付
句
の
よ
う
に
、
大
様
な
付
様
と
判
断
さ
れ
る
も
の
は
1
4
例
に
と
ど
ま
る
。
 
 

さ
ら
に
、
前
引
（
七
頁
）
 
の
、
 
 

9
2
（
夢
よ
り
後
に
夜
こ
そ
明
ぬ
れ
 
 
 

鳥
も
鳴
鐘
も
声
し
て
又
も
ね
ず
 
 
 

き
の
ふ
ぞ
と
思
ふ
別
も
昔
に
て
 
 
 

送
り
捨
帰
る
野
も
せ
に
鐘
な
り
て
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心
敬
の
連
歌
合
と
い
う
作
品
形
式
へ
の
関
心
が
、
は
や
く
在
京
時
代
か
ら
存
在
し
た
こ
と
は
、
斉
藤
氏
の
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
 
 

あ
る
。
連
歌
合
は
心
故
に
と
っ
て
、
表
現
手
法
の
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
表
現
態
度
を
も
問
題
と
す
る
、
高
度
な
批
評
の
実
践
の
 
 

場
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
救
済
と
周
阿
の
百
番
連
歌
合
に
も
、
時
代
が
遡
る
作
品
と
ほ
い
え
、
い
な
そ
の
よ
う
な
作
 
 

品
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
激
し
い
批
評
的
関
心
を
抱
い
た
の
で
あ
っ
た
。
有
伯
へ
の
書
簡
を
二
読
し
た
の
み
で
は
、
こ
の
連
歌
合
に
寄
 
 

せ
る
関
心
は
、
連
歌
史
や
創
作
態
度
へ
の
問
題
意
識
に
従
属
す
る
も
の
の
ご
と
く
に
印
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
そ
れ
を
逆
 
 

転
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
心
敬
の
書
簡
は
、
救
済
・
周
阿
の
付
合
を
眼
目
と
し
て
、
一
方
で
は
よ
り
肯
定
的
方
向
に
、
 
 

ま
た
他
方
ほ
よ
り
否
定
的
見
地
へ
と
、
そ
の
表
現
に
改
変
を
加
え
る
ま
で
の
厳
し
さ
で
な
さ
れ
た
批
評
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

心
敬
は
関
東
に
下
向
し
て
、
再
び
そ
の
盲
番
連
歌
合
に
接
す
る
機
会
を
待
っ
た
。
そ
の
と
き
そ
れ
は
確
固
と
し
た
権
威
を
帯
び
て
 
 

そ
の
地
に
伝
存
し
、
救
済
・
周
阿
も
侵
し
難
い
声
価
を
担
っ
て
存
在
し
た
。
ま
た
そ
の
遵
衆
の
連
歌
享
受
ほ
、
創
作
態
度
を
問
題
に
 
 

し
得
る
雰
囲
気
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
想
像
し
て
よ
い
。
そ
こ
に
心
敬
が
救
済
・
周
阿
に
対
抗
す
る
自
ら
の
創
作
活
動
と
し
て
、
 
 

難
点
の
少
な
く
な
い
そ
の
前
句
に
、
あ
え
て
付
句
を
試
み
る
と
い
う
営
為
が
必
要
と
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
『
連
歌
合
』
欧
 
 

文
は
、
そ
の
創
作
目
的
を
「
田
舎
の
徒
然
の
心
を
養
ひ
、
又
、
い
さ
1
か
の
稽
古
に
も
と
思
ひ
侍
る
ば
か
り
也
」
と
す
る
け
れ
ど
 
 

も
、
「
徒
然
」
と
い
い
「
稽
古
」
と
す
る
表
現
に
は
、
心
敬
の
内
部
深
く
に
寵
め
ら
れ
た
情
念
が
託
さ
れ
て
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
 
 

あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
心
敬
は
、
自
ら
の
作
品
が
正
当
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
し
得
な
い
と
い
う
、
一
つ
の
覚
悟
を
そ
の
奥
に
 
 

秘
め
て
こ
の
創
作
を
生
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
心
敬
の
連
歌
文
芸
へ
の
求
道
を
考
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
関
東
の
他
 
 

に
お
け
る
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
心
敬
の
、
内
部
と
外
部
に
わ
た
る
状
況
の
な
か
に
お
い
て
で
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
 
 

心
敬
像
に
想
到
す
る
と
き
、
『
連
歌
合
』
と
り
わ
け
そ
の
鮫
文
と
対
比
さ
れ
る
べ
き
内
容
を
持
つ
作
品
と
し
て
、
『
ひ
と
り
ご
と
』
 
 

が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

出
 
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
み
る
連
歌
合
へ
の
関
心
と
連
歌
史
記
述
 
 

そ
こ
で
以
下
に
『
ひ
と
り
ご
と
』
の
検
討
に
入
る
が
、
検
討
の
一
貫
性
を
保
つ
た
め
に
も
、
ま
た
心
敬
優
に
よ
り
一
層
の
鮮
明
さ
 
 

を
与
え
る
た
め
に
も
、
さ
き
に
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
か
ら
得
ら
れ
た
問
題
検
討
の
観
点
を
生
か
す
こ
と
に
し
た
い
。
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『
ひ
と
り
ご
と
』
に
お
い
て
も
第
一
に
問
層
と
な
る
の
は
、
救
済
と
周
阿
り
百
音
速
歌
合
へ
の
関
心
、
ひ
い
て
ほ
自
己
の
連
歌
創
 
 

作
の
事
実
と
の
関
係
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
『
ひ
と
り
ご
と
』
ほ
一
言
も
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
心
敬
は
そ
の
存
在
に
口
を
閉
 
 

ざ
し
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
心
敬
は
付
合
論
で
、
古
人
の
秀
逸
と
し
て
諸
人
が
書
き
置
い
た
も
の
を
見
て
も
、
大
体
前
句
を
 
 

書
か
ず
、
ま
た
語
り
合
う
の
を
聞
い
て
も
、
前
句
の
沙
汰
が
な
い
と
し
て
、
連
歌
は
い
か
ほ
ど
玄
妙
な
句
で
も
、
前
句
を
聞
か
な
い
 
 

で
は
ど
う
仕
様
も
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
主
張
か
ら
す
れ
ほ
、
百
番
連
歌
合
に
言
及
し
な
い
こ
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
態
度
で
あ
 
 

る
。
ま
た
、
周
阿
の
付
句
に
つ
い
て
既
知
の
例
句
を
示
し
、
そ
の
句
が
世
間
で
秀
逸
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
心
震
し
く
前
句
 
 

に
寄
っ
て
い
な
い
と
批
判
し
て
、
『
新
古
今
集
』
の
良
経
歌
を
も
と
に
そ
の
点
を
説
明
す
る
。
そ
れ
が
き
わ
め
て
詳
細
か
つ
具
体
的
 
 

で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
心
敬
の
救
済
・
周
阿
の
百
番
連
歌
合
へ
の
無
関
心
さ
ほ
、
ま
こ
と
に
不
審
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
『
ひ
と
り
ご
と
』
 
の
付
嘱
相
手
は
、
心
敬
が
救
済
・
周
阿
の
百
香
道
歌
合
を
披
見
し
 
 

た
事
実
を
熟
知
す
る
か
、
全
く
そ
れ
と
道
の
立
場
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
心
敬
が
い
ま
だ
そ
の
連
歌
合
を
披
見
し
て
 
 

い
な
い
と
い
う
想
定
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
必
要
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
前
二
者
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
相
 
 

手
が
熟
知
し
て
い
る
な
ら
ば
重
複
し
た
論
述
を
避
け
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
は
す
る
が
、
言
及
が
な
い
の
は
や
は
り
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
 
 

心
敬
は
救
済
と
周
阿
の
句
風
に
つ
い
て
、
『
ひ
と
り
ご
と
』
 
の
用
例
と
批
評
で
十
分
で
あ
る
と
判
断
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
目
的
の
 
 

た
め
に
両
者
の
連
歌
合
を
具
体
的
に
引
用
す
る
こ
と
を
、
何
ら
か
の
配
慮
か
ら
さ
し
ひ
か
え
た
、
と
見
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
 
 

思
わ
れ
る
。
 
 
 

第
二
に
問
題
と
な
る
の
は
、
心
敬
が
『
ひ
と
り
ご
と
』
 
に
お
い
て
、
連
歌
史
の
展
開
と
創
作
態
度
の
変
化
を
、
ど
の
よ
う
に
表
現
 
 

し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
こ
の
作
品
は
、
連
歌
は
万
葉
よ
り
始
ま
っ
て
代
々
の
集
に
入
集
し
、
夜
 
 

烏
羽
院
の
比
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
と
し
て
、
百
韻
・
五
十
韻
・
千
句
へ
の
展
開
を
述
べ
る
。
次
い
で
善
阿
の
門
弟
の
地
下
連
歌
師
を
 
 

あ
げ
、
そ
の
う
ち
の
救
済
を
特
筆
し
て
二
条
良
基
や
周
阿
ら
そ
の
門
流
を
跡
づ
け
る
。
さ
ら
に
応
永
年
中
か
ら
の
著
名
な
作
者
を
列
 
 

挙
し
、
な
か
で
梵
灯
奄
主
を
高
く
評
価
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
近
世
ま
で
の
好
士
と
し
て
真
下
満
広
以
下
を
指
摘
し
、
宗
勧
・
智
 
 

窺
を
堪
能
と
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
指
摘
出
来
る
の
は
、
連
歌
史
の
記
述
は
具
体
的
に
作
者
名
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
評
価
を
加
え
る
と
い
う
詳
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細
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
歌
史
が
創
作
態
度
の
変
化
の
問
題
と
直
接
に
結
び
つ
け
た
形
 
 

で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
事
実
は
、
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
『
ひ
と
り
ご
と
』
 
の
構
成
は
、
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
に
比
し
て
複
雑
な
 
 

も
の
と
な
っ
て
い
て
、
創
作
態
度
の
問
題
も
相
手
へ
の
話
主
の
態
度
の
表
現
に
浸
透
し
た
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
ほ
い
え
、
こ
の
 
 

点
は
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
特
徴
は
、
『
ひ
と
り
ご
と
』
が
、
応
永
の
比
、
永
享
年
中
に
諸
道
の
名
匠
が
こ
と
ご
と
く
 
 

失
せ
果
て
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
永
享
期
以
前
と
以
後
と
の
対
比
的
な
歴
史
評
価
を
こ
の
作
品
の
要
素
と
し
て
、
基
本
構
造
を
形
成
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
一
〇
 
 

さ
せ
て
い
る
事
情
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

臼
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
お
け
る
救
済
・
周
阿
句
へ
の
態
度
 
 

第
三
に
問
題
と
し
て
採
り
上
げ
る
べ
き
は
、
心
敬
が
救
済
・
周
阿
の
句
を
引
用
す
る
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
 
 

る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
心
敬
は
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
お
い
て
、
ま
ず
周
阿
句
、
 
 

海
士
人
の
浜
田
か
り
し
ほ
み
ち
ぬ
る
に
 
 

腰
に
さ
す
か
 
（
た
）
 
な
び
き
な
る
花
す
す
き
 
 

（
い
づ
）
 
 

雲
あ
れ
ば
出
る
山
に
も
月
入
て
 
 

次
い
で
敢
済
句
、
 
 

ふ
る
郷
に
跡
を
つ
ぎ
木
の
花
咲
て
 
 

こ
し
に
さ
す
か
た
な
の
文
字
を
取
分
て
 
 

（
い
で
）
 
 

い
つ
出
て
雲
ま
の
月
に
成
ぬ
ら
ん
 
 

と
、
そ
れ
ぞ
れ
三
句
ず
つ
前
句
を
省
略
し
た
形
で
引
用
す
る
。
そ
れ
ら
は
あ
た
か
も
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
 
の
引
例
に
対
応
さ
せ
る
 
 

意
図
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
両
者
へ
の
心
敬
の
評
価
に
応
わ
し
い
表
現
を
備
え
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
は
た
し
て
両
者
の
実
作
で
あ
 
 

る
か
を
疑
わ
せ
る
ほ
ど
の
適
例
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
周
阿
に
つ
い
て
は
、
 
 

柴
の
戸
ば
そ
を
た
た
く
秋
風
 
と
云
に
、
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今
夜
と
ほ
契
ら
ぬ
人
の
月
に
来
て
 
 

の
付
合
例
を
紹
介
し
て
、
そ
れ
が
麗
し
く
前
句
に
寄
ら
ぬ
こ
と
を
、
良
経
歌
「
月
み
．
ほ
と
い
ひ
し
ば
か
り
の
人
は
こ
で
槙
の
戸
た
た
 
 

く
庭
の
松
か
ぜ
」
の
上
下
句
の
即
応
の
美
事
さ
と
比
較
し
て
非
難
す
る
。
こ
れ
に
対
応
さ
せ
て
救
済
に
つ
い
て
も
、
二
条
良
基
の
発
 
 

句
へ
の
救
済
脇
句
、
 
 

冬
さ
く
梅
に
ま
じ
る
く
れ
竹
 
 

の
み
を
示
し
て
、
草
木
に
竹
が
寄
合
と
な
る
こ
と
を
『
古
今
集
』
 
の
「
木
に
も
あ
ら
ず
草
に
も
あ
ら
ぬ
竹
の
よ
の
ほ
し
に
も
わ
れ
は
 
 

成
に
け
る
か
な
」
に
よ
っ
て
証
し
、
そ
れ
が
本
歌
で
あ
る
な
ら
ば
草
木
の
心
を
表
現
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
諸
人
は
竹
を
寄
合
 
 

と
し
て
付
け
る
の
み
で
あ
る
、
と
嘆
じ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
 
 
 

以
上
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
指
摘
出
来
る
の
は
、
周
阿
句
ほ
、
気
が
利
い
て
、
配
合
の
技
巧
に
熟
達
し
て
い
る
が
、
深
い
感
情
 
 

や
た
け
・
品
・
面
影
な
ど
の
、
よ
う
お
ん
の
句
は
見
え
な
い
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
救
済
は
、
哀
 
 

れ
深
く
、
不
便
の
体
で
あ
る
と
の
先
達
評
と
と
も
に
、
晶
・
た
け
・
艶
の
句
な
ど
、
多
様
に
認
め
ら
れ
る
と
高
く
評
価
す
る
。
そ
れ
 
 

を
受
け
て
、
古
人
の
強
力
体
・
写
古
体
と
い
う
、
巧
み
で
鋭
い
表
現
の
句
も
、
近
代
の
よ
う
に
華
美
で
真
実
味
に
欠
け
る
こ
と
は
な
 
 

い
、
と
す
る
一
文
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
救
済
句
の
多
様
さ
の
指
摘
を
受
け
て
の
言
と
し
て
、
直
接
的
に
は
救
済
の
句
に
つ
 
 

い
て
評
し
た
も
の
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
救
済
評
価
に
比
し
て
、
後
半
の
救
済
脇
句
の
感
懐
が
不
可
解
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
諸
人
」
 
 

と
す
る
口
吻
か
ら
し
て
、
救
済
に
言
寄
せ
た
近
代
の
寄
合
付
の
批
判
で
あ
る
、
と
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
 
 

江
一
一
 
 

で
心
敬
が
良
基
発
句
、
 
 

雪
の
山
草
木
の
花
の
家
ゐ
か
な
 
 

を
あ
わ
せ
て
引
用
す
る
な
ら
ば
、
救
済
賂
句
の
価
値
の
高
さ
ほ
明
白
と
な
る
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
脇
句
と
そ
の
本
歌
の
 
 

み
を
対
照
さ
せ
て
、
単
な
る
寄
合
の
観
点
か
ら
の
み
言
及
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
心
敬
の
救
済
・
周
阿
句
に
対
す
る
見
解
を
見
る
と
き
、
救
済
・
周
阿
の
句
風
の
区
別
意
識
は
、
例
句
の
引
用
態
度
 
 

に
も
き
わ
め
て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
と
も
に
周
阿
に
お
い
て
は
、
付
合
が
内
容
的
な
深
さ
に
欠
け
る
、
と
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い
う
欠
陥
を
非
難
す
る
の
に
対
し
て
、
救
済
の
場
合
は
、
そ
の
付
句
に
つ
い
て
の
後
人
の
理
解
の
不
足
を
問
題
と
す
る
た
め
に
、
引
 
 

用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
心
敬
の
連
歌
観
の
核
心
を
な
す
内
容
面
で
、
両
者
の
決
定
的
な
相
違
が
示
さ
れ
 
 

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
す
、
特
に
『
連
歌
合
』
紋
文
に
お
け
る
両
人
へ
の
態
度
と
は
、
大
き
く
異
な
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

囲
 
『
ひ
と
り
ご
と
』
が
示
す
享
受
者
対
応
 
 

最
後
に
問
題
と
す
る
の
は
、
心
敬
が
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
連
歌
観
を
相
手
に
伝
え
る
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
 
 

な
態
度
で
臨
ん
で
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
心
敬
は
、
は
か
ら
ず
も
関
東
下
向
後
の
二
年
間
を
こ
の
地
で
過
し
た
こ
と
を
述
べ
 
 

（
き
か
ひ
）
 
 

た
う
え
で
、
「
郡
は
る
け
き
境
な
れ
ど
も
、
い
に
し
へ
の
人
の
旧
跡
と
て
、
和
歌
の
心
ざ
し
の
人
・
色
好
み
な
ど
も
残
侍
」
と
、
こ
 
 

の
地
の
遵
衆
に
高
い
評
価
を
下
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
人
々
と
和
歌
や
連
歌
な
ど
に
つ
い
て
、
自
然
に
目
立
た
ぬ
形
で
語
り
 
 

合
う
こ
と
が
重
ね
ら
れ
た
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
な
か
の
あ
る
人
物
か
ら
、
「
都
ほ
と
り
、
よ
ろ
づ
の
道
、
む
か
し
 
 

（
は
て
）
 

（
ゆ
き
）
 
 

に
か
ほ
り
果
ぬ
る
有
さ
ま
、
こ
と
に
敬
遠
歌
な
ど
の
な
り
行
侍
る
こ
と
な
ど
」
を
ひ
そ
か
に
尋
ね
ら
れ
た
の
に
答
え
る
と
い
う
姿
勢
 
 

で
、
自
ら
の
見
解
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
お
い
て
は
、
永
享
期
を
境
と
す
る
文
芸
壇
の
変
化
の
指
摘
を
別
に
し
て
も
、
各
所
に
創
作
態
度
 
 

の
問
題
が
繰
り
返
し
捷
起
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
師
友
の
不
在
に
よ
る
十
方
常
暗
黒
の
嘆
き
、
観
想
と
深
く
関
係
す
る
水
と
月
と
の
様
 
 

態
実
の
描
写
、
道
林
禅
師
と
白
楽
天
の
対
話
に
拠
る
常
住
有
所
得
の
否
定
、
付
句
に
お
け
る
捨
身
の
賞
揚
と
え
り
句
の
み
を
求
め
る
 
 

こ
と
の
無
念
さ
、
耳
心
の
と
ど
く
好
士
の
大
切
さ
と
修
行
お
ろ
そ
か
で
劫
の
み
入
っ
た
人
物
の
理
解
力
の
欠
除
、
和
歌
の
学
び
に
よ
 
 

る
幽
玄
・
余
情
の
体
得
と
和
歌
に
な
お
用
捨
あ
る
こ
と
の
注
意
、
特
に
「
か
た
つ
田
舎
な
ど
に
、
此
比
、
賦
物
を
と
る
さ
ま
不
審
に
 
 

（
き
だ
わ
）
 
侍
り
。
発
句
を
読
進
し
て
己
後
、
賦
物
の
沙
汰
侍
り
て
定
給
へ
る
こ
と
、
お
ぼ
つ
か
な
し
。
（
中
略
）
又
、
か
た
は
ら
の
会
な
ど
に
、
 
 

座
上
の
好
士
な
ど
の
、
世
を
名
の
世
・
た
だ
世
な
ど
一
Ⅳ
ひ
な
ら
は
し
侍
る
、
聞
き
に
く
く
侯
哉
」
と
す
る
、
田
舎
の
好
士
の
賦
物
や
 
 

句
数
に
つ
い
て
の
放
慈
な
態
度
の
批
判
と
い
う
、
全
体
的
・
体
系
的
な
内
容
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

実
に
そ
れ
ら
ほ
ほ
ぽ
す
べ
て
、
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
に
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
L
か
も
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
お
い
て
 
 

は
作
品
の
構
成
要
素
と
し
て
、
巧
み
に
、
ま
た
か
な
り
に
一
般
性
を
持
っ
た
形
で
配
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
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永
享
期
以
降
の
連
歌
の
好
士
の
創
作
態
度
の
批
判
や
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
意
味
を
持
つ
 
 

も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
歌
享
受
の
状
況
へ
の
批
判
的
態
度
は
、
『
連
歌
合
』
 
の
政
文
に
は
全
 
 

く
見
出
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
さ
き
に
心
敬
有
伯
へ
返
事
と
『
連
歌
合
』
扱
文
の
比
較
を
通
し
て
、
心
敬
 
 

が
在
京
中
に
認
め
た
書
簡
の
相
手
へ
の
態
度
と
、
関
東
流
浪
後
の
連
歌
愛
好
者
へ
の
対
応
と
の
変
化
と
し
て
指
摘
し
た
こ
と
ほ
、
必
 
 

ら
ザ
し
も
正
確
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
厳
密
に
は
、
関
東
に
お
け
る
心
敬
の
諸
作
品
間
の
、
想
定
さ
れ
る
享
受
者
へ
 
 

の
心
敬
の
対
応
意
識
の
差
異
の
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
さ
き
に
欧
文
の
検
討
を
終
え
 
 

た
と
こ
ろ
で
指
摘
し
た
、
関
東
流
浪
が
与
え
た
創
作
意
欲
の
覚
醒
と
い
う
、
心
敬
の
内
部
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
 
 

て
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
の
必
要
を
示
嫁
す
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

㈱
 
『
ひ
と
り
ご
と
』
の
性
格
と
連
歌
合
無
視
の
問
題
 
 

さ
て
そ
れ
ら
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
か
つ
て
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
を
採
り
上
げ
る
前
提
と
し
て
、
こ
の
書
簡
の
性
格
と
救
済
 
 

と
周
阿
の
百
番
連
歌
合
と
の
出
合
い
の
経
緯
を
明
確
化
し
た
の
と
同
様
の
手
順
を
ふ
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
で
も
『
ひ
と
 
 

り
ご
と
』
と
い
う
作
品
の
性
格
と
、
救
済
・
周
阿
の
連
歌
合
へ
の
関
心
の
有
無
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
す
で
に
四
点
に
わ
た
っ
て
 
 

指
摘
し
た
諸
点
を
ふ
ま
え
て
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
お
け
る
『
連
歌
合
』
 
 

と
の
関
係
の
有
無
を
確
認
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
関
東
流
浪
の
二
年
目
を
生
き
る
心
敬
像
が
、
ほ
ぼ
明
確
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
の
 
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

ま
ず
『
ひ
と
り
ご
と
』
と
い
う
作
品
の
性
格
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
諭
吉
で
あ
る
か
随
筆
で
あ
る
か
、
と
い
う
形
態
上
の
問
題
も
さ
 
 

る
こ
と
な
が
ら
、
当
初
は
個
人
の
質
問
に
促
さ
れ
て
筆
が
執
ら
れ
る
と
い
う
、
私
的
な
意
識
に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
 
 

さ
れ
る
。
特
に
心
敬
が
、
こ
の
地
の
伝
統
を
受
け
て
和
歌
・
連
歌
に
関
心
を
寄
せ
る
人
々
と
、
「
を
の
づ
か
ら
忍
び
′
′
＼
、
」
に
「
た
 
 

（
は
て
）
 
 

が
ひ
に
語
ら
ひ
侍
」
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
な
か
の
「
あ
る
人
」
が
、
「
都
ほ
と
り
、
よ
ろ
づ
の
道
、
む
か
し
に
か
は
り
果
ぬ
る
有
 
 

（
ゆ
き
）
 

む
h
 
 

さ
ま
、
こ
と
に
歌
連
歌
な
ど
の
な
り
行
侍
」
る
こ
と
な
ど
を
、
「
ひ
そ
か
に
尋
ね
」
る
こ
と
が
度
重
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
陶
 
 

に
思
ふ
事
う
ち
さ
ら
し
侍
ら
ね
ば
腹
ふ
く
る
る
な
ど
と
古
人
も
申
侍
れ
ば
、
草
の
枕
の
ひ
と
り
ご
と
」
と
し
て
、
洩
ら
し
た
の
が
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『救済周阿心敬百番遠歌合』をめく㍉って  

『
ひ
と
り
ご
と
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
、
こ
の
一
篇
が
心
敬
か
ら
特
定
の
個
人
へ
の
私
的
な
語
り
か
け
、
と
い
う
性
格
 
 

を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
内
容
は
心
敬
の
真
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
執
筆
態
度
が
表
明
さ
れ
て
い
る
 
 

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
お
け
る
救
済
・
周
阿
の
百
番
連
歌
合
へ
の
関
心
の
問
題
に
移
る
と
、
こ
の
作
品
は
奥
書
か
ら
応
仁
二
年
 
 

四
月
三
十
日
に
第
一
稿
が
成
り
、
次
い
で
八
月
l
ニ
十
日
に
再
写
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
『
連
歌
合
』
の
二
か
月
前
 
 

と
『
古
句
付
』
 
の
一
か
月
前
の
時
点
に
当
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
心
敬
の
創
作
意
欲
が
 
『
連
歌
合
』
、
そ
し
て
『
連
歌
百
句
付
』
と
 
 

い
う
方
向
で
も
結
実
し
ょ
う
と
し
て
い
る
時
点
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
創
作
意
欲
を
触
発
し
た
救
済
と
周
阿
の
連
歌
合
に
つ
 
 

い
て
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
何
ら
か
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
当
然
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
事
実
ほ
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
 
 

に
、
両
者
の
連
歌
合
は
完
全
に
黙
殺
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
敬
氏
は
、
心
敬
の
『
老
の
く
り
ご
と
』
 
の
検
討
の
な
か
で
、
心
敬
が
各
著
 
 

注
一
二
 
 

作
間
で
重
複
を
避
け
る
著
述
態
度
を
取
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
い
ま
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
た
し
か
に
作
品
 
 

の
過
半
の
記
述
ほ
他
作
品
と
重
複
し
な
い
、
同
作
品
に
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
も
採
り
上
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
 
 

そ
れ
ら
は
大
む
ね
京
都
の
戦
乱
の
状
況
や
、
永
享
期
を
中
心
と
し
た
京
都
文
芸
壇
の
盛
況
な
ど
、
作
品
の
題
材
面
に
原
著
で
あ
る
。
 
 
 

心
敬
は
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
に
お
い
て
は
、
救
済
と
周
阿
の
百
番
連
歌
合
を
引
用
し
て
自
説
を
展
開
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
 

な
ぜ
そ
の
所
説
と
基
本
的
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、
『
ひ
と
り
ご
と
』
 
の
救
済
・
間
阿
批
評
の
個
所
に
、
そ
れ
ら
を
引
用
し
な
か
っ
 
 

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
伊
藤
氏
の
見
解
が
広
く
妥
当
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
こ
の
百
番
の
連
歌
合
を
再
見
し
た
と
 
 

き
、
心
故
に
か
つ
て
書
簡
に
お
い
て
な
し
た
よ
う
な
、
両
者
の
句
形
改
変
が
は
ば
か
ら
れ
る
事
情
が
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
は
し
な
 
 

い
で
あ
ろ
う
か
。
『
ひ
と
り
ご
と
』
 
の
周
阿
句
は
、
あ
ま
り
に
も
よ
く
心
敬
の
主
張
に
適
合
す
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
ほ
そ
こ
に
句
 
 

形
改
変
な
ど
の
事
実
が
存
す
る
か
と
臆
測
し
た
が
、
心
敬
の
引
例
は
つ
ね
に
、
主
張
に
適
切
な
よ
う
に
な
に
ほ
ど
の
改
変
が
な
さ
れ
 
 

る
と
い
う
推
測
を
認
め
る
と
し
た
な
ら
ば
、
改
変
が
不
可
能
の
事
情
に
あ
る
救
済
と
周
阿
の
百
番
連
歌
合
か
ら
の
引
用
を
避
け
た
と
 
 

い
う
推
定
も
、
全
面
的
に
否
定
出
来
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
情
と
あ
わ
せ
て
可
能
性
が
存
す
る
の
は
、
す
で
に
問
 
 

題
検
討
の
第
二
点
で
推
測
し
た
よ
う
に
、
こ
の
連
歌
合
の
所
持
者
へ
の
、
心
敬
の
態
度
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
と
い
う
解
釈
で
あ
 
 

る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
救
済
へ
の
賞
讃
と
周
阿
へ
の
厳
し
い
批
判
は
、
こ
の
所
持
者
や
そ
れ
を
と
り
ま
く
遵
衆
に
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対
し
て
好
ま
し
く
な
い
反
響
を
生
む
、
と
い
う
心
敬
の
判
断
が
働
い
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
 
 
 

『
ひ
と
り
ご
と
』
が
私
的
な
性
格
を
持
ち
、
そ
の
内
容
ほ
心
敬
の
本
心
を
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
す
る
さ
き
に
述
べ
た
見
解
 
 

か
ら
す
れ
は
、
こ
の
矛
盾
す
る
理
解
は
な
お
不
可
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
連
歌
合
の
直
接
的
な
引
用
を
避
け
る
程
度
の
 
 

配
慮
ほ
、
い
か
に
私
的
な
見
解
を
吐
露
す
る
作
品
と
は
い
え
、
必
要
で
あ
っ
た
と
ほ
い
え
そ
う
で
あ
る
が
、
な
お
こ
の
理
解
も
十
全
 
 

で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
は
た
と
え
『
ひ
と
り
ご
と
』
で
あ
っ
て
も
、
心
敬
の
本
心
が
す
べ
て
語
り
尽
さ
れ
る
必
要
は
な
 
 

い
、
と
い
う
消
極
的
な
論
理
を
提
出
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
微
妙
な
問
題
点
を
も
解
明
す
る
た
め
に
、
本
稿
の
最
 
 

後
に
、
『
ひ
と
り
ご
と
』
と
『
連
歌
合
』
と
の
関
連
の
実
際
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

困
 
『
ひ
と
り
ご
と
』
と
『
連
歌
合
』
と
 
 

す
で
に
予
測
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
心
敬
は
救
済
・
周
阿
の
百
番
連
歌
合
に
つ
い
て
と
同
様
に
、
そ
れ
ら
に
自
ら
の
付
句
を
加
 
 

え
た
『
連
歌
合
』
に
つ
い
て
も
、
一
言
も
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
連
歌
に
お
け
る
相
互
批
判
の
必
要
性
に
つ
い
て
 
 

さ
え
、
全
く
言
及
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
事
実
か
ら
す
れ
は
、
心
敬
の
『
ひ
と
り
ご
と
』
 
の
述
作
と
『
連
歌
合
』
 
の
創
作
と
は
、
 
 

完
全
に
創
作
主
体
の
分
裂
し
た
心
敬
像
を
示
す
も
の
、
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
ら
か
。
そ
し
て
前
者
に
よ
り
多
く
心
敬
の
貫
実
が
 
 

伝
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
は
、
心
敬
は
句
作
に
よ
る
批
評
と
い
う
、
批
評
と
し
て
も
本
質
的
な
行
為
を
放
棄
し
た
と
見
る
べ
き
な
の
 
 

で
あ
ろ
う
か
。
『
連
歌
合
』
を
再
写
す
る
に
際
し
て
宗
浣
禅
門
に
あ
て
た
餃
文
に
記
す
よ
う
に
、
心
敬
に
と
っ
て
こ
の
作
品
は
、
高
 
 

位
の
人
物
か
ら
の
要
請
に
よ
っ
て
他
律
的
に
な
さ
れ
た
、
創
作
以
前
の
単
な
る
義
務
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
 
 

面
の
真
実
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
す
で
に
種
々
の
観
点
か
ら
加
え
た
分
析
の
結
果
は
、
こ
の
作
品
の
依
蔵
老
の
理
解
力
は
別
 
 

と
し
て
、
『
連
歌
合
』
付
句
は
批
評
以
上
に
批
評
的
で
あ
る
、
正
当
な
創
作
的
営
為
の
果
実
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
『
連
歌
合
』
 
へ
と
展
開
す
る
批
評
的
な
内
容
を
持
っ
た
主
張
を
、
『
ひ
と
り
ご
と
』
の
う
ち
に
も
 
 

発
見
し
な
け
れ
ば
、
逆
に
こ
の
作
品
の
創
作
的
価
値
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
お
け
る
批
判
の
直
戟
な
表
 
 

明
が
、
一
つ
に
ほ
そ
の
『
連
歌
合
』
成
文
に
お
い
て
心
敬
が
黙
止
し
た
、
救
済
と
周
阿
の
作
品
批
評
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
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な
い
。
特
に
周
阿
に
つ
い
て
ほ
、
例
歌
ま
で
も
示
し
て
そ
の
付
様
の
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
両
者
に
よ
る
首
番
連
歌
合
へ
 
 

の
、
心
敬
の
関
心
を
推
測
さ
せ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
心
敬
は
『
心
敬
有
伯
へ
返
事
』
に
お
い
て
は
、
救
済
・
周
阿
を
 
 

対
比
的
に
と
ら
え
な
が
ら
、
な
お
か
つ
両
者
は
近
代
作
者
と
は
一
線
を
画
す
る
作
者
、
と
す
る
見
地
に
立
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
 
 

庄
一
三
 
 

『
ひ
と
り
ご
と
』
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
判
断
は
窺
う
こ
と
が
出
来
ず
、
「
堪
能
の
次
の
句
」
と
「
不
堪
の
最
上
の
秀
逸
」
の
 
 

間
の
厳
然
た
る
区
別
を
説
く
と
こ
ろ
が
、
た
だ
ち
に
救
済
・
周
阿
の
評
価
に
続
け
ら
れ
て
い
る
事
実
が
往
昔
掌
れ
る
の
で
あ
る
。
心
 
 

敬
は
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
お
い
て
、
救
済
と
周
阿
に
決
定
的
な
差
の
あ
る
こ
と
を
、
真
意
と
し
て
示
し
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
両
者
を
区
別
し
た
認
識
が
、
創
作
主
体
の
問
題
に
連
続
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
と
 
 

の
関
連
を
も
含
め
て
、
『
ひ
と
り
ご
と
』
と
い
う
私
的
な
作
品
に
あ
っ
て
ほ
、
救
済
∵
周
阿
の
評
価
は
、
か
つ
て
よ
り
い
っ
そ
う
厳
 
 

し
く
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
『
連
歌
合
』
欧
文
の
記
述
と
の
相
違
は
、
決
定
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
『
連
 
 

歌
合
』
政
文
に
見
ら
れ
る
救
済
・
周
阿
を
一
括
し
た
高
い
評
価
は
、
前
句
へ
の
非
難
と
現
代
句
風
を
承
認
す
る
見
解
と
と
も
に
、
両
 
 

者
の
百
番
連
歌
合
の
所
持
者
に
し
て
か
つ
心
敬
へ
の
付
句
の
下
命
老
で
あ
る
人
物
、
の
存
在
を
想
定
せ
ず
に
は
と
う
て
い
理
解
出
来
 
 

な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

現
代
句
風
の
問
題
は
、
そ
の
ま
ま
創
作
主
体
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
『
連
歌
合
』
の
抜
文
が
、
救
済
・
周
阿
を
包
括
し
て
評
 
 

価
す
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
現
代
句
風
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
は
、
心
敬
が
創
作
主
体
の
問
題
に
言
及
す
る
こ
と
を
注
意
深
く
避
け
 
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
代
連
衆
批
判
を
展
開
す
る
こ
と
な
く
筆
を
納
め
て
い
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
 
『
ひ
と
り
ご
 
 

と
』
に
お
い
て
ほ
、
美
意
識
論
・
付
合
論
な
ど
を
通
じ
て
、
全
て
が
創
作
主
体
論
に
統
合
さ
れ
、
明
白
に
遠
衆
批
判
と
な
っ
て
い
る
 
 

の
で
あ
っ
た
。
特
に
そ
の
な
か
に
式
目
論
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
が
一
つ
に
「
満
座
ほ
し
き
ま
ま
 
 

（
き
だ
め
）
 
 

に
定
侍
る
」
、
つ
ま
り
連
衆
全
体
を
捲
き
込
ん
だ
賦
物
の
悪
意
的
処
置
へ
の
批
判
で
あ
り
、
二
つ
に
「
座
上
の
好
士
な
ど
の
、
世
を
 
 

名
の
世
・
た
だ
世
な
ど
一
Ⅳ
ひ
な
ら
は
し
侍
る
」
と
い
う
、
座
劫
の
み
の
作
者
に
よ
る
句
数
制
限
の
拡
大
解
釈
へ
の
不
快
感
の
表
明
で
 
 

あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
れ
は
こ
と
さ
ら
に
、
「
か
た
つ
田
舎
な
ど
」
の
「
此
比
」
の
、
「
か
た
は
ら
の
会
な
ど
」
の
「
座
上
の
 
 

好
士
」
と
明
言
さ
れ
た
批
判
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
至
っ
て
、
『
連
歌
合
』
が
相
手
に
対
す
る
配
慮
に
よ
っ
て
、
攻
文
の
記
述
に
語
ら
れ
る
べ
き
を
黙
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
 
 

語
ら
れ
ざ
る
も
の
は
心
敬
の
付
句
自
体
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
特
質
を
持
つ
こ
と
も
、
い
っ
そ
う
明
白
に
な
っ
た
と
考
え
 
 

る
。
つ
ま
り
は
、
『
ひ
と
り
ご
と
』
の
特
に
明
確
な
表
現
は
、
『
連
歌
合
』
の
心
敬
付
句
そ
の
も
の
に
呼
応
し
、
相
互
に
補
完
す
る
 
 

よ
う
に
し
て
、
心
敬
の
内
部
の
真
実
を
頗
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
作
品
に
相
互
に
語
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
ま
た
、
そ
の
冥
 
 

実
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
影
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
『
連
歌
合
』
の
付
句
そ
の
も
の
の
検
討
を
終
え
た
段
階
 
 

で
総
括
し
た
心
敬
像
は
、
『
ひ
と
り
ご
と
』
と
い
う
も
う
一
つ
の
作
品
を
介
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
い
っ
そ
う
画
然
と
し
た
も
の
と
 
 

な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
 
 

注
 
 

注
一
以
下
の
三
作
品
の
本
文
は
、
『
救
済
周
阿
心
敬
百
番
連
歌
合
』
は
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
救
済
周
阿
心
敏
速
歌
合
』
 
（
連
歌
集
吾
四
六
、
所
 
 

収
）
、
『
連
歌
百
旬
付
』
は
、
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
蔵
『
心
数
百
句
付
』
 
（
横
山
重
民
編
『
心
敬
作
品
集
』
、
角
川
書
店
、
昭
和
四
七
年
三
月
、
 
 

所
収
）
、
『
連
歌
盲
句
付
自
注
』
は
、
彰
考
館
文
庫
蔵
『
心
敬
遠
敬
白
注
』
 
（
焼
山
重
民
編
前
掲
書
、
所
収
）
お
よ
び
大
阪
天
満
宮
文
庫
蔵
『
百
 
 

番
連
歌
合
』
 
（
斎
藤
義
光
氏
「
∧
戟
刻
＞
心
敬
「
連
歌
百
句
付
白
話
」
補
遺
」
（
『
言
語
と
文
芸
』
九
四
、
昭
和
五
八
年
七
月
）
所
収
）
 
に
よ
っ
 
 

た
。
ま
た
各
前
句
上
欄
に
、
百
句
の
通
し
番
号
を
私
に
付
し
た
。
 
 
 

注
二
 
斎
藤
義
光
氏
に
、
注
一
の
論
文
の
ほ
か
、
「
晩
年
の
心
敬
遠
歌
（
上
こ
（
『
女
子
大
国
文
』
第
九
十
号
、
昭
和
五
六
年
一
二
月
）
、
「
晩
年
 
 

の
心
敬
遠
歌
（
後
）
」
（
『
女
子
大
国
文
』
第
九
十
一
号
、
昭
和
五
七
年
七
月
）
が
あ
る
。
 
 
 

注
三
 
こ
の
書
簡
ほ
、
太
宰
府
天
満
宮
宮
司
西
高
辻
信
貞
氏
蔵
本
お
よ
び
大
阪
天
満
宮
文
庫
蔵
二
本
が
知
ら
れ
る
。
本
文
は
、
島
津
忠
夫
氏
『
連
 
 

歌
史
の
研
究
』
 
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
四
年
三
月
）
所
収
の
郁
刻
に
よ
っ
た
。
ま
た
木
藤
才
蔵
氏
『
連
歌
論
集
三
』
 
（
三
弥
井
書
房
、
昭
和
大
 
 

○
年
七
月
）
は
、
詳
細
な
解
説
を
付
し
て
収
録
す
る
。
 
 
 

注
四
 
表
文
は
、
注
三
の
木
藤
才
蔵
氏
軒
刻
に
よ
っ
た
。
ほ
か
に
島
津
忠
夫
氏
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
 
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
八
年
）
の
窮
刻
・
 
 

解
説
が
あ
る
。
成
立
に
つ
い
て
は
木
藤
氏
前
掲
書
解
説
参
照
。
 
 
 

注
五
 
注
三
、
島
津
忠
夫
氏
前
掲
睾
解
説
。
 
 
 

注
六
 
注
二
、
斎
藤
義
光
氏
「
晩
年
の
心
敏
速
歌
（
上
）
」
参
照
。
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注
七
 
本
文
は
、
注
一
、
前
掲
諸
本
参
照
。
ま
た
斎
藤
義
光
氏
「
心
敬
「
救
済
二
周
阿
百
番
連
歌
合
」
奥
書
考
」
（
『
俳
文
芸
』
第
二
十
一
号
、
昭
 
 
 

和
五
八
年
六
月
）
が
あ
る
。
 
 

注
八
 
本
稿
は
、
心
敬
付
句
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
め
、
心
敬
付
句
の
表
現
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析
を
行
な
っ
て
い
 
 
 

る
慣
向
が
あ
る
。
こ
の
数
値
に
は
、
多
少
と
も
こ
の
事
情
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 

注
九
 
連
歌
付
合
の
特
質
を
詳
細
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
伝
統
的
な
付
合
諸
分
類
と
あ
わ
せ
て
、
小
西
甚
一
氏
『
宗
祇
』
 
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
 
 
 

四
六
年
一
二
月
）
所
収
の
『
水
無
準
二
吟
』
の
注
釈
に
示
さ
れ
る
、
文
・
地
、
重
・
軽
、
親
・
疎
と
い
っ
た
観
点
に
よ
る
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
 
 

え
ノ
○
 
 

注
一
〇
 
拙
稿
「
心
故
に
お
け
る
詩
と
散
文
 
－
そ
の
晩
年
に
つ
い
て
の
一
視
点
と
し
て
」
（
『
文
学
の
根
拠
』
、
冬
樹
社
、
昭
和
五
三
年
二
月
）
 
 
 

参
照
。
 
 

注
一
一
注
四
、
島
津
忠
夫
氏
、
木
藤
才
蔵
氏
前
掲
書
参
照
。
 
 

注
一
二
 
伊
藤
敬
氏
「
心
敬
『
老
の
く
り
ご
と
』
私
注
」
（
『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
1
2
、
昭
和
四
七
年
一
〇
月
）
参
照
。
 
 

注
一
三
 
注
四
、
島
津
忠
夫
氏
前
掲
香
参
照
。
 
 
 

〔
付
記
〕
 
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
国
文
学
研
究
資
料
館
棚
町
知
弥
教
授
の
御
配
慮
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
わ
け
て
 
 
 

も
太
宰
府
天
満
宮
宮
司
西
高
辻
信
貞
氏
蔵
本
の
拝
見
に
つ
い
て
は
、
仲
介
の
労
を
惹
け
な
く
し
た
。
末
尾
に
な
っ
た
が
、
貴
重
 
 
 

な
蔵
書
の
閲
覧
を
許
し
下
さ
っ
た
西
高
辻
信
貞
氏
お
よ
び
太
宰
府
天
満
宮
文
庫
、
ま
た
大
阪
天
満
宮
文
庫
に
御
礼
申
し
上
げ
 
 
 

る
。
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