
『
葬
蓄
随
筆
』

に
お
け
る
宣
長
の
思
想
形
成

「
も
の
の
あ
は
れ
」

と
古
道
説

l

序
「
松
坂
の
一
夜
」
と
し
て
有
名
な
本
居
室
長
と
賀
茂
真
燃
と
の
会
合
は
宝

暦
十
三
年
(
一
七
六
三
年
)
{
一
旦
一
長
三
十
四
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
志
を
臨
め
た
Q
官
一
長
は
以
降
本
格
的
に
畢
生
の
大
著
司
古
事
記
伝
』

へ
の
道
を
歩
み
出
す
。
そ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う
に
同
年
に
文
芸
論
の
主
著
と

さ
れ
る
物
語
論
『
紫
文
要
領
』
と
歌
論
『
石
上
私
淑
ユ
一
一
口
』
を
書
い
て
以
棒
、

歌
論
『
排
麓
小
船
』
か
ら
始
ま
っ
て
以
来
文
芸
説
を
主
題
と
し
て
い
た
官
一
長

の
著
作
の
中
心
は
古
道
説
へ
と
移
っ
て
行
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
著
作
上
に

そ
う
し
た
変
遷
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
神
道
へ
の
興
味
自
体
は
、
京

都
遊
学
時
代
の
書
簡
で
の
議
論
で
「
自
然
の
神
道
」
と
い
う
誌
を
用
い
て
い

る
よ
う
に

ω、
早
く
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
即
ち
、
室
長
の
内
に
は
、
常
に
文

学
説
と
古
道
説
の
両
者
へ
の
関
心
が
併
存
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
か

ら
し
て
、
文
芸
説
と
古
道
説
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
は
、
双
方
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
含
め
て
複
雑
な
問
題
を

f可

A、
口

樹

形
成
し
つ
つ
、
室
長
学
に
つ
い
て
の
、
ま
た
そ
の
形
成
に
つ
い
て
の
、
根
本

問
題
と
な
る
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
『
葬
惹
随
筆
』

に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
が
主
と
し
て
扱
う
と
こ
ろ
の
『
葬
庵
随
筆
』
の
第
七
一
九
条
と
第
七

三
O
条
は
、
『
紫
文
要
領
』
と
『
石
上
私
淑
ニ
一
一
口
』
と
の
直
前
に
書
か
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
宣
長
の
学
究
生
活
の
初
期
に
お
け
る
思
索
の
事
情
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
抜
き
書
き
な
ど
も
含
む
メ
モ
書
き
に
近
い
随
筆

で
あ
り
、
纏
ま
っ
た
著
作
で
は
な
く
、
短
い
断
章
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
故
に
そ
こ
に
お
い
て
は
、
未
だ
表
面
に
噴
出
す
る
こ
と
の
な
い
古
道
説

の
議
論
の
萌
芽
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
文
芸
説
を
代
表
す
る
「
も
の
の
あ
は
れ
」

と
い
う
概
念
も
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
両
者
の
こ
の
時
期
に
特
有
の
関

係
が
そ
こ
に
は
表
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
室
長
の
思
想
形
成
の
全
体
を
考
え
る
為
の
視
座
を
得
よ
う
と
い
う

の
が
本
稿
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
よ
う
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
が
古
道
説
と
交
錯
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す
る
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
『
葬
荏
随
筆
』
の
特
徴
と
見
る
訳
で
あ

る
が
、
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
為
に
、
本
稿
の
方
法
と
し
て
は
、
第
一
に
、

「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
は
成
立
と
発
展
の
事
情
の
中
で
『
廿
持
率
随
筆
』

が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
第

二
に
は
、
古
道
説
の
萌
芽
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
の
著
作
に
お
け
る

議
論
と
対
応
す
る
点
を
指
摘
し
た
い
。

「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
司
襲
撃
随
筆
』
の
位
置

『
葬
茎
随
筆
』
の
第
一
の
特
徴
と
し
て
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
一
言

葉
が
表
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
が
、
何
故
単
に
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
殊
更
に
取
り
上
げ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
が
、
そ

の
有
名
さ
に
反
し
て
官
一
一
長
の
著
作
の
ご
く
一
部
に
し
か
表
れ
な
い
と
い
う

事
情
に
鑑
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
日
野
龍
夫
も
指
摘
す
る
よ
う
に

ω、

「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
概
念
は
『
祭
文
要
領
』
と
『
石
上
私
淑
一
一
一
一
口
』
と
に
お

い
て
は
盛
ん
に
用
い
ら
れ
そ
の
中
核
を
成
す
も
の
の
、
そ
れ
以
降
の
著
作
で

は
ほ
と
ん
ど
そ
の
姿
を
消
し
、
殊
に
古
道
説
に
関
わ
る
も
の
の
中
で
は
初
学

者
に
向
け
て
書
か
れ
た
コ
ナ
比
山
踏
』
の
歌
に
つ
い
て
論
じ
た
筒
所
に
例
外

的
に
一
例
表
れ
る
の
み
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
そ
う
し
た
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
概
念
の
成
立
及
び
発
展
の
過

程
及
、
び
、
そ
こ
に
お
い
て
『
葬
落
随
筆
』
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の

か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
用
例
が
表

れ
る
テ
ク
ス
ト
は
、
時
代
順
に
並
べ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る

ωo
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『
排
麓
小
船
』

宝
麿
六
、
七
年
(
一
七
五
六
、
七

空
女
一
波
槽
僻
』

「
ご
、
三
木
ヨ
10t

、=一

ヨ
躍
j
h汁

『
葬
惹
随
筆
』

宝
麿
七
年
以
降
、
安
政
元
年
(
一
七
七
二
)
、
二
年
頃
ま
で

『
紫
文
要
領
』

宝
暦
十
三
年

明
石
上
私
淑

4

一一口』

宝
暦
十
三
年

『
源
氏
物
語
玉
の
小
琴
』

明
和
五
年
(
一
七
六
八
)
以
降
安
政
八
年

戸七

ー七
7し

以
I'llJ 

『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』

寛
政
十

(
一
七
九
九
)
年
刊

『
宇
比
山
路
』

寛
政
十
一
年
刊

『
葬
蓄
随
筆
』
に
つ
い
て
は
、
一
長
く
に
渡
っ
て
書
き
つ
が
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
為
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
筑
摩

版
全
集
の
解
題
に
お
け
る
大
久
保
正
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
早
く
と
も
宝
暦
七

年
の
松
坂
帰
郷
後
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
、
安
、
氷
元
年
か
二
年
頃
ま
で
続
く
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、

本
稿
が
扱
う
箇
所
は
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
コ
併
置
小
船
』
以
後
『
石
上
私

以
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
動
か
な
い
。
そ
し
て
、
ま
た
、
「
も
の



の
あ
は
れ
」
と
い
う
語
を
積
極
的
に
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
も

の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
様
子
を
描
い
た
『
安
波

躍
榊
』
よ
り
も
遅
れ
る
も
の
と
患
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
示
し
た
通
り
の
順
序

と
な
る
。

そ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
著
作
の
成
立
時
期
を
見
れ

ば
使
宜
上
三
期
に
区
分
し
う
る
。
第
二
期
は
、
『
排
産
小
船
』
『
安
波
稽
弁
』

『
葬
苓
槌
筆
』
で
あ
っ
て
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
草
創
期
の
記
述
で
そ

れ
ぞ
れ
短
い
も
の
で
あ
る
。
第
二
期
は
、
宣
一
長
の
著
作
の
中
で
最
も
「
も
の

の
あ
は
れ
」
と
い
う
こ
と
が
前
面
に
で
た
宝
麿
十
三
年
の
『
紫
文
要
領
』
と

『
石
上
私
淑
言
』
で
あ
る
。
第
三
期
は
、
『
玉
の
小
琴
』
『
玉
の
小
櫛
』
『
宇

比
山
踏
』
で
官
一
長
が
本
格
的
に
古
道
説
に
関
わ
っ
て
以
降
の
数
少
な
い
論
述

で
あ
る
が
、
『
玉
の
小
琴
』
『
玉
の
小
櫛
』
の
同
書
が
『
紫
文
要
領
』
の
改
稿

で
あ
る
ら
こ
と
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
全
く
新
た
に
出
現
し
た
の
は
司
宇
比

山
踏
』
の
み
で
あ
る
。

『
葬
苓
随
筆
』
が
含
ま
れ
る
第
一
期
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
明
細
に
見
て

お
く
と
、
最
初
に
用
例
が
表
れ
る
の
は
『
排
麓
小
船
』
で
あ
る
が
、
そ
こ
に

は
頭
注
を
含
め
て
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
こ
と
が
二
例
表
れ
る
も
の
の
、

未
だ
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
概
念
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
は
い
な
い
。
宣

一
長
が
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
こ
と
に
意
識
的
に
向
き
合
っ
た
の
は
『
安

波
躍
掠
』
か
ら
で
あ
っ
て
、
『
葬
篭
槌
筆
』
は
そ
れ
に
続
く
も
の
で
、
即
ち
、

「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
関
す
る
も
の
も
含
め
て
殆
ど
の
著
作
を
著
す
以
前
の
、

そ
の
思
索
の
初
期
に
お
け
る
貴
重
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
故
、
「
も

の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
が
表
れ
る
と
い
う
こ
と
の
み
に
お
い
て
も
充
分

に
注
自
す
べ
き
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

円
安
波
謹
鱗
』
に
つ
い
て

『
募
作
奄
随
筆
』
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
先
立
っ
て
、
そ
の
特
徴
を
指
摘
す

る
為
の
準
備
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
唯
一
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
関
す
る

著
作
で
あ
る
『
安
波
槽
静
』
に
お
い
て
宣
一
長
が
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
ど
の

よ
う
に
出
会
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
『
安
波
趨
紳
』

は
全
集
に
お
い
て
わ
ず
か
四
頁
の
小
著
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
、
例
え
ば
「
あ
は

れ
」
を
「
天
情
」
で
あ
る
と
す
る

ωな
ど
後
に
は
変
更
さ
れ
る
解
釈
も
存
し

て
お
り
、
こ
の
時
点
で
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
の
考
え
は
未
成
熟

な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
次
の

よ
う
な
箇
所
に
お
い
て
は
、
後
へ
と
引
き
継
が
れ
る
構
想
が
既
に
表
れ
て
い

る
の
o

c

o

c

o

o

 

大
方
歌
道
ハ
ア
ハ
レ
ノ
一
言
ヨ
リ
外
ニ
齢
義
ナ
シ
、
神
代
ヨ
リ
今
ニ

0

0

0

 

至
リ
、
末
世
無
窮
ニ
及
ブ
マ
デ
、
ヨ
ミ
出
ル
所
ノ
和
歌
ミ
ナ
、
ア
ハ
レ

ノ
二
一
一
口
ニ
帰
ス
、
サ
レ
パ
意
ヲ
タ
ヅ
ヌ
レ
バ
、
此
道
ノ
極
意
ヲ
タ
ヅ

ヌ
ル
一
一
、
又
ア
ハ
レ
ノ
一
言
ヨ
リ
外
ナ
シ
、
伊
勢
源
氏
ソ
ノ
外
ア
ラ

ユ
ル
物
語
マ
デ
モ
、
又
ソ
ノ
本
意
ヲ
タ
ズ
ヌ
レ
パ
、
ア
ハ
レ
ノ
一
言

ニ
テ
コ
レ
ヲ
弊
フ
ベ
シ

(
傍
点
H
宣
長
)
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宣
長
は
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
は
何
か
と
人
に
関
わ
れ
改
め
て
考
え
る

と
、
簡
単
に
は
答
え
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
の
う
ち
に
そ
の
重
要
性
に
気
づ

い
た
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
和

歌
や
物
語
は
「
あ
は
れ
」
の
て
一
一
一
口
に
尽
き
、
「
あ
は
れ
」
は
そ
れ
ら
の
本
意

を
言
い
表
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
重
要
性
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
宣

一
長
は
文
芸
説
の
根
本
を
成
す
概
念
と
し
て
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
発
見
し
た

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
の
構
想
の
下
に
『
紫
文
要
領
』
と
『
石
上
私
淑
言
』

が
著
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
先
に
見
た
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
語
が
表

れ
る
諸
著
作
の
大
半
を
文
芸
説
に
関
す
る
も
の
が
占
め
て
い
る
こ
と
と
軌

を
一
に
し
て
い
る
。

『
排
麓
小
船
』
に
お
い
て
、
和
歌
を
論
じ
た
官
一
長
は
、
『
紫
文
要
領
』
を

経
由
し
て
『
石
上
私
淑
言
』
で
和
歌
を
論
じ
直
す
。
そ
の
間
に
あ
っ
て
、
そ

の
為
の
原
動
力
を
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
概
念
の
発
見
と
い
う
こ
と
か
ら
得

た
の
で
あ
る
。『

灘
舛
蓄
随
筆
』
に
お
け
る
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
用
例

以
上
に
お
い
て
は
、
『
葬
蓄
随
筆
』
が
「
も
の
の
あ
は
れ
」

る
著
作
の
中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
確
認

し
、
唯
一
『
葬
蓄
随
筆
』
に
先
行
す
る
『
安
波
櫨
稗
』
に
つ
い
て
見
た
。
そ

れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
の
主
眼
で
あ
る
『
葬
荏
槌
筆
』
に
お
け
る
「
も

の
誌
が
表
れ

の
の
あ
は
れ
」
の
用
例
を
検
討
し
た
い
。

『
葬
苓
腿
筆
』
は
、
中
身
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
そ
の

性
質
上
短
い
断
片
か
ら
成
り
、
体
系
的
な
記
述
で
は
な
い
も
の
の
、
本
稿
で

取
り
上
げ
る
と
こ
ろ
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
用
例
を
含
む
も
の
や
、
古
道

説
に
繋
が
る
も
の
、
ま
た
そ
れ
以
外
に
も
後
の
『
漢
字
三
音
考
』
の
基
礎
と

な
る
も
の
(
第
七
三
七
条
)
が
次
々
と
表
れ
、
将
来
の
多
岐
に
渡
る
著
作
の

構
想
が
既
に
存
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
在
り
方
か
ら
し

て
、
専
ら
和
歌
や
物
語
に
お
け
る
「
も
の
あ
は
れ
」
の
重
要
さ
を
指
摘
し
て

い
た
『
安
波
樫
附
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
混
雑
し
た
記
述
が
為
さ
れ
て

い
る
。
当
該
箇
所
七
三

O
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い

う
言
葉
が
表
れ
て
い
る

ω。
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ハ
、
全
体
ニ
人
情
ノ
ア
ハ
レ
ト
云
事
ニ
ウ
ト
ク
テ
、
ト
カ
ク
善

悪
ヲ
キ
ビ
シ
ク
判
断
シ
テ
、
諸
事
ノ
議
論
厳
密
ナ
リ
、
五
口
邦
ハ
風
儀

ヤ
ハ
ラ
カ
ニ
シ
テ
、
古
来
人
情
ヲ
ソ
ダ
テ
テ
、
物
ノ
ア
ハ
レ
ヲ
感
ス

ル
事
深
ク
シ
テ
、
善
悪
ヲ
ト
カ
ウ
論
ス
ル
事
ナ
シ
、
サ
レ
ハ
天
照
大

神
ノ
、
市
内
々
無
窮
ニ
及
フ
ホ
ト
ノ
至
聖
大
徳
ヲ
サ
へ
、
サ
ノ
ミ
間
帯
雨
タ

ル
事
モ
ナ
シ
、
響
額
ス
事
モ
ナ
ケ
レ
ド
、
自
然
ニ
ソ
ノ
徳
ノ
ア
リ
ガ

タ
キ
事
ハ
今
ニ
至
ル
マ
デ
庶
民
マ
デ
戴
キ
ウ
ヤ
マ
ヒ
テ
、
コ
レ
ヲ
信

仰
ス
、
サ
テ
又
、
人
ノ
悪
事
ト
テ
モ
、
サ
ノ
ミ
比
議
ス
ル
事
モ
ナ
ケ

レ
ド
、
ア
ナ
ガ
チ
窟
土
ヨ
リ
吾
邦
ニ
悪
人
ノ
多
事
モ
ナ
シ
、
タ
ジ
五
口

邦
ハ
、
古
来
ヨ
リ
長
者
風
儀
ニ
ヰ
ノ
、
人
ノ
善
悪
ヲ
サ
ノ
ミ
批
判
セ
ズ
、



唐
土
ハ
人
情
物
ノ
ア
ハ
レ
ニ
イ
サ
〉
カ
ノ
事
ニ
モ
議
論
ヲ
加
フ
ル
血
、

麿
土
ハ
人
情
物
ノ
ア
ハ
レ
ヲ
感
ゼ
ズ
シ
テ
、
情
ヲ
マ
ゲ
テ
モ
、
善
悪

ヲ
キ
ピ
シ
ク
判
断
議
論
ス
、
五
口
邦
ハ
人
情
ヲ
ソ
ダ
テ
テ
、
物
ノ
ア
ハ

レ
ニ
感
シ
テ
、
何
事
モ
仁
弱
柔
和
ニ
シ
テ
キ
ピ
シ
キ
処
ナ
シ
、
故
ニ

唐
土
ノ
書
籍
、
詩
文
ハ
ミ
ナ
厳
格
ニ
シ
テ
、
議
論
タ
ジ
シ
、
五
口
邦
ノ

草
紙
和
歌
ナ
ド
ハ
、
人
情
物
ノ
ア
ハ
レ
ヲ
感
ス
ル
事
深
ク
シ
テ
、
物
事

ナ
ダ
ラ
カ
ニ
シ
テ
、
善
悪
議
論
ノ
厳
格
ナ
ル
事
ナ
シ
、
是
閤
ノ
風
儀

ナ
リ

論
旨
の
全
体
は
、
中
国
と
日
本
と
を
対
比
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
、
感
ん
に

善
悪
を
論
じ
、
議
論
が
厳
格
で
あ
る
反
面
で
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
深
く
感

じ
な
い
中
国
と
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
、
深
く
感
じ
さ
ほ
ど
善
悪
を
議
論
し

な
い
自
本
と
い
う
形
で
特
徴
付
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
趨
ノ
風
儀
」
と
す
る

こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
に
中
国
の
詩
文
と
日
本
の
草
紙
和
歌
と
い
っ
た
そ
れ

ぞ
れ
の
文
芸
の
対
立
に
話
が
及
び
つ
つ
、
他
方
で
天
昭
一
大
神
へ
の
信
仰
に
も

触
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
の
主
題
は
和
歌
や
物
語
と
い
っ
た
も
の
に
つ

い
て
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
『
安
波
槽
締
』
に
お
い
て
は
、
未
だ
一
一
小
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
問
題
の
領
域
が
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
概
念
に
加
わ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
事
柄
は
、
後
の
古
道

説
に
繋
が
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
段
々
に
見
て

行
き
た
い
。

四

「
漢
意
」
と
「
も
の
の
あ
は
れ
」

『
春
庵
槌
筆
』
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
が
登
場
す
る
第
七
一
ニ

O
条
に
お
い

て
、
宣
長
は
、
中
間
を
頻
繁
に
善
悪
を
議
論
す
る
国
と
し
て
捉
え
て
い
た
。

ま
た
、
そ
の
条
の
冒
頭
で
は
「
唐
土
ハ
、
古
来
人
ノ
口
サ
ガ
ナ
キ
罰
也
、
ト

リ
ク
ツ

カ
ク
人
ノ
行
跡
ヲ
褒
段
シ
テ
、
イ
サ
〉
カ
ノ
事
ヲ
モ
、
理
屈
ヲ
以
テ
議
論
ス
」

と
よ
り
明
確
に
そ
の
性
質
を
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
の
「
漢
意
」

と
い
う
語
を
用
い
た
一
連
の
言
説
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
官
一
長
が

「
漢
意
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
始
め
る
の
は
、
後
に
『
直
畏
霊
』
を
改
稿
す

る
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
為

ω、
当
然
な
が
ら
こ
こ
に
「
漢
意
」
と
い
う
言

葉
自
体
は
表
れ
ず
、
ま
た
内
容
の
面
に
お
い
て
も
最
終
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
特
徴
を
「
図
の
風
儀
」
と
し
て
お
り
、
後
の
痛
烈
な
批
判
と
は
差
異
が
認

め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
口
振
り
は
後
の
主
張
と
一
脈
通
じ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
漢
意
」
に
つ
い
て
、
後
に
宣
長
が
説
明
し
て
い
る
も
の
を
見
れ
ば
、
『
玉

勝
間
』
の
中
に
「
か
ら
ご
〉
ろ
」
と
い
う
条
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て

い
る

ω。漢
意
と
は
、
漢
留
の
ふ
り
を
好
み
、
か
の
図
を
た
ふ
と
ぶ
の
み
を

い
ふ
に
あ
ら
ず
、
大
か
た
世
の
人
の
、
市
内
の
事
の
善
悪
是
非
を
論

ひ
、
物
の
理
を
さ
だ
め
い
ふ
た
ぐ
ひ
、
す
べ
て
み
な
漢
籍
の
趣
な
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る
を
い
ふ
也

こ
こ
に
お
い
て
は
、
長
い
年
月
を
経
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
「
漢
意
」
と
い

う
概
念
は
、
単
に
中
国
の
特
徴
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
本
人
が
中
国

風
に
振
る
舞
う
こ
と
一
般
を
も
含
意
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で

も
「
漢
意
」
の
中
心
は
盛
ん
に
善
悪
を
論
じ
物
の
理
を
定
め
る
こ
と
に
置
か

れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
両
者
は
そ
の
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
他
方

で
、
『
葬
茎
随
筆
』
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
議
論
を
好
む
中
国
的
な
態
度
に

対
立
す
る
形
で
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
深
く
知
る
と
い
う
在
り
方
が
示
さ
れ

て
い
た
が
、
こ
の
『
玉
勝
間
』
の
文
章
も
含
め
て
、
「
漢
意
」
が
出
現
す
る

文
脈
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
が
表
れ
る
こ
と
は
な
い
。
『
春
庵

随
筆
』
に
表
れ
て
い
た
よ
う
な
中
国
と
日
本
と
の
対
比
は
、
発
展
し
つ
つ
そ

の
後
も
官
一
長
の
思
想
に
重
要
な
も
の
と
し
て
存
在
し
続
け
た
が
、
そ
こ
か
ら

「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
は
消
失
し
た
の
で
あ
る
。

玉

明
韓
議
随
筆
』
に
お
け
る
「
常
理
」
「
妙
理
」

再
び
司
葬
荏
随
筆
』
に
お
い
て
「
も
の
の
あ
は
れ
」
が
登
場
す
る
箆
所
に

戻
っ
て
も
う
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
議
論
厳
格
な
中
国
と
対
比

さ
れ
る
形
で
定
立
さ
れ
る
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
深
く
知
る
と
い
う
日
本
の

特
徴
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
さ
ほ
ど
議
論
も
せ
ず
天
照
大
神
を
信
仰
す
る
と

い
う
態
度
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
本
は
善
悪

な
ど
を
殊
更
に
議
論
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
っ
た
言
説
は
、
後
に
は
「
古
の

大
御
世
に
は
、
道
と
い
う
言
挙
も
さ
ら
に
な
か
り
き
」
仰
と
い
っ
た
古
代
観

へ
と
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
引
用
し
た
七
三

O
条
に
先
立
つ
七
一
九
条
か
ら
七
二
四

条
ま
で
、
古
道
説
に
関
す
る
記
述
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
文
章
は
時

間
的
に
は
さ
ほ
ど
離
れ
な
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
官
一
長
の
思
索

に
お
い
て
一
定
の
連
続
性
を
有
す
る
も
の
と
患
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
で
も
、

「
常
理
」
「
妙
理
」
と
い
う
概
念
の
成
立
を
告
げ
る
第
七
一
九
条
は
、
殊
に

天
照
大
神
を
含
め
た
神
を
信
仰
す
る
態
度
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
第
七
三

O
条
と
連
関
す
る
も
の
と
し
て
注
自
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ

れ
て
い
る

ω。
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神
代
ノ
事
ヲ
ト
カ
ク
理
ヲ
ツ
ケ
テ
論
ス
ル
ハ
、
大
ナ
ル

奇
異
ノ
事
ア
ル
ヲ
見
テ
、
今
日
凡
夫
の
智
慧
ヲ
以
テ
コ
レ
ヲ
臆
量
シ

テ
、
ア
ル
マ
シ
キ
事
ト
思
フ
ヨ
リ
シ
テ
、
彼
此
今
日
ノ
常
理
ヲ
以
テ

コ
レ
ヲ
論
シ
、
説
ヲ
設
ケ
テ
義
理
ヲ
ツ
ク
ル
事
、
心
得
ヌ
事
ト
モ
也
、

モ

!

っ

/

ス
、
ベ
テ
神
ハ
神
妙
不
測
ナ
ル
物
ナ
レ
ハ
、
奇
異
ア
ル
事
ハ
固
り
其

虚
也
、
凡
夫
ノ
小
キ
心
ヨ
リ
シ
テ
、
少
シ
常
理
ニ
異
ナ
ル
事
ア
レ
ハ
、

疑
ヒ
ヲ
生
シ
テ
信
セ
ズ
、
今
日
限
前
ニ
見
ル
慮
ノ
理
ヨ
リ
外
ニ
妙
理

ア
ル
事
ヲ
知
ラ
サ
ル
小
量
ノ
惑
也

ナ
リ
、



こ
こ
に
お
い
て
は
、
古
伝
説
に
お
け
る
神
代
の
こ
と
及
び
そ
こ
に
お
け
る

神
々
の
事
跡
が
、
「
凡
夫
ノ
智
慧
」
か
ら
考
え
る
所
の
「
常
理
」
に
よ
っ
て

は
捉
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
妙
理
」
に
貫
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
主

張
さ
れ
て
い
る
。
宣
長
は
、
こ
こ
で
神
を
神
妙
不
測
な
も
の
と
し
て
捉
え
て

い
る
が
、
そ
れ
を
信
じ
る
か
ど
う
か
と
い
う
面
に
つ
い
て
は
、
続
け
て
次
の

よ
う
に
言
う

ω

己
ガ
凡
夫
ノ
小
量
ノ
知
識
ヲ
以
テ
ハ
、
ナ
カ
/
¥
、
神
ノ
妙
理
ハ
測
リ

ガ
タ
カ
ル
ベ
シ
、
一
向
ノ
愚
人
ハ
奇
異
ノ
事
ヲ
信
仰
シ
、
才
智
ア
ル

者
ハ
信
ゼ
ズ
、
此
イ
カ
ニ
ト
ナ
レ
バ
、
愚
人
ハ
一
向
ニ
見
識
ナ
キ
ユ

へ
、
何
事
モ
ア
リ
ノ
マ
〉
ニ
信
ズ
、
少
シ
才
智
学
問
ア
ル
モ
ノ
ハ
、
己

ガ
智
慧
ヲ
用
ヒ
テ
以
テ
物
ア
制
度
ニ
、
理
外
ノ
事
ア
レ
パ
疑
テ
信
ズ

愚
人
は
、
神
の
「
妙
理
」
を
そ
の
ま
ま
に
信
仰
し
、
反
対
に
才
智
あ
る
者

は
、
そ
の
見
識
故
に
返
っ
て
「
常
理
」
に
泥
ん
で
神
々
の
事
跡
を
信
じ
る
こ

と
が
出
来
な
い
。
こ
の
地
点
に
お
い
て
は
、
第
七
三

O
条
に
お
い
て
、
善
悪

を
厳
し
く
論
じ
物
の
理
を
求
め
る
中
国
的
な
態
度
と
し
て
室
長
が
定
立
す

る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
才
智
学
問
あ
る
も
の
に
相
当
す
る
関
係
を
有
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
翻
っ
て
、
そ
れ
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
「
も
の
の

あ
は
れ
」
を
深
く
知
る
と
い
う
日
本
の
在
り
方
が
、
神
を
「
妙
理
」
の
内
に
、

そ
の
ま
ま
に
信
じ
る
と
い
う
態
度
と
連
関
し
て
い
る
。
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「
常
理
」
「
妙
理
」
と
「
不
可
知
論
」

以
上
に
「
漢
意
」
や
「
常
理
」
「
妙
理
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
段
々
に

見
て
来
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
『
葬
十
奄
槌
筆
』
の
第
七
一
九
条
及
び
第
七
三

O
条
に
お
け
る
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
こ
と
は
、
古
道
説
的
な
文
脈
に

大
き
く
関
わ
っ
て
来
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
で
、
「
漢
意
」
「
常
理
」
「
妙

理
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
後
十
u
道
説
に
お
い
て
連
関
し
つ
つ
重
要
な
役
割

を
狙
っ
て
行
く
。
そ
の
こ
と
が
、
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
文
章
を
『
直
畏

霊
』
を
巡
る
祖
徳
派
の
儒
者
市
川
鶴
鳴
と
の
問
答
書
『
く
ず
ば
な
』
か
ら
見

て
お
き
た
い
。
二
文
は
い
わ
ゆ
る
宣
長
の
「
不
可
知
論
」
と
し
て
知
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
『
葬
落
随
筆
』
に
表
れ
て
い
た
主
張
を
表
現
す
る
も
の
で

あ
る
。
当
該
笛
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
例
。

す
べ
て
神
の
御
所
行
は
、
尋
常
の
理
を
も
て
、
人
の
よ
く
測
り
知
と

こ
ろ
に
あ
ら
ず
、
人
の
智
は
、
い
か
に
か
し
こ
き
も
限
あ
り
て
、
小

き
物
に
て
、
そ
の
至
る
限
の
外
の
事
は
、
え
し
ら
ぬ
物
也
、
さ
て
そ

の
神
の
御
し
わ
ざ
は
、
異
な
れ
共
、
返
て
浅
は
か
に
問
え
、
偽
の
や

う
に
思
は
る
〉
は
、
人
の
智
の
関
知
る
限
り
と
、
遥
に
へ
だ
〉
れ
る

庭
な
る
故
に
、
そ
の
説
を
関
人
の
心
に
疎
く
遠
く
て
、
入
が
た
く
信

じ
が
た
き
な
り
、
漢
閣
の
説
は
、
み
な
妄
な
れ
共
、
も
と
人
の
智
の

至
る
限
を
も
て
、
測
り
設
け
た
る
物
な
る
故
に
、
間
人
の
心
に
測
り

思
ふ
混
と
、
親
し
く
近
く
て
、
入
や
す
く
信
じ
や
す
き
也
、
然
る
に
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漢
盟
の
人
は
、
聖
人
の
智
は
、
天
地
万
物
の
理
を
田
川
く
知
尽
せ
る
物

と
心
得
居
る
か
ら
、
そ
の
さ
か
し
ら
を
手
本
と
し
て
、
己
が
限
あ
る

小
智
を
も
て
、
知
が
た
き
事
を
も
、
強
て
は
か
り
し
ら
ん
と
す
る
故

に
、
そ
の
理
の
、
制
り
が
た
き
事
に
至
り
て
は
、
こ
れ
を
信
ぜ
ず
、
お

し
て
そ
の
理
な
し
と
定
む
る
は
、
か
し
こ
げ
に
は
間
ゆ
れ
共
、
返
り

て
己
が
智
の
小
き
ほ
ど
を
あ
ら
は
す
も
の
也
。

こ
れ
は
、
天
照
は
即
ち
太
陽
で
あ
る
と
い
う
宣
長
の
主
張
に
対
す
る
市
川

鶴
鳴
の
批
判
に
反
論
す
る
文
脈
の
上
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
も
の
で
、
そ
の

直
前
に
官
一
長
は
鶴
鳴
の
批
判
を
「
例
の
漢
心
に
な
づ
め
る
も
の
」
と
し
て
、

再
批
判
し
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
常
一
四
」
の
代
わ
り
に

「
尋
常
の
理
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
、
ま
た
、
「
妙
理
」
と
い
う
言
葉
は
登
場
し
な
い

も
の
の
、
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
同
一
で
あ
ろ
う
。
即
ち
明
確
に
、
全
て

を
理
を
以
て
判
断
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
中
国
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
つ
つ
、
そ

れ
故
、
そ
れ
は
「
神
の
御
所
行
」
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
と
し
て

非
難
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
早
く
『
葬
茎
随
筆
』
に
お
い
て
そ
の
着
想
を
確
-
認
で
き
る

「
漢
意
」
「
常
理
」
「
妙
理
」
と
い
っ
た
概
念
は
、
そ
の
後
の
古
道
説
の
思
索

に
お
い
て
、
発
展
し
つ
つ
根
本
的
な
地
位
を
有
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
『
く
ず
ば
な
』
を
始
め
と
し
た
諸
著
作
に
お
い
て
実
際
に
論
争
を
展

開
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宣
一
長
が
他
の
思
想
、
殊
に
儒
教

を
批
判
す
る
為
の
原
動
力
を
成
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
『
葬
荏
槌
筆
』
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
古
道
説
に
お
け
る
主
張

の
原
型
と
と
も
に
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
深
く
し
る
と
い
う
こ
と
が
、
日

本
の
特
徴
と
し
て
議
論
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
箇

所
は
後
に
重
要
性
を
増
し
て
行
く
の
に
対
し
て
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い

う
言
葉
は
、
こ
う
し
た
議
論
か
ら
消
失
す
る
の
で
あ
る
。
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結
『
葬
庵
槌
筆
』
に
お
け
る
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
用
例
を
検
討
し
た
結
果
、

そ
こ
で
は
、
そ
れ
が
後
の
古
道
説
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
概
念
と

連
関
し
つ
つ
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
文
芸
説
と
古
道
説
に
対

す
る
興
味
を
宣
長
が
若
年
時
よ
り
抱
き
続
け
て
い
た
二
つ
の
大
き
な
関
心

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
両
者
に
渡
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
室

長
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
概
念
を
考
え
て
い
た
。
従
っ
て
、
そ
こ
に

お
い
て
は
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
は
ま
さ
に
宣
長
の
思
索
の
中

核
に
位
置
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
後
の
古
道
説
の
諸
著
作
か
ら
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
用

例
が
消
失
し
て
行
く
こ
と
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
は

思
想
の
中
核
か
ら
外
れ
て
行
く
。
『
宇
比
山
踏
』
に
お
け
る
「
も
の
の
あ
は

れ
」
の
唯
一
の
用
例
は
そ
の
こ
と
を
ま
た
別
の
角
度
か
ら
表
し
て
い
る
。
そ

の
こ
と
に
言
及
し
て
稿
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。
そ
こ
に
お
い
て
、
室
長
は
古

学
の
為
に
は
、
『
古
事
記
』
な
ど
の
古
書
を
読
み
研
究
す
る
だ
け
で
は
な
く
、



歌
や
物
語
と
も
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て

い
る

ω。す
べ
て
人
は
、
雅
の
趣
を
し
ら
で
は
有
べ
か
ら
ず
、
こ
れ
を
し
ら
ざ

る
は
も
の
の
あ
は
れ
を
し
ら
ず
、
心
な
き
人
な
り
、
か
く
て
そ
の
み

や
び
の
趣
を
し
る
こ
と
は
、
歌
を
よ
み
、
物
語
書
な
ど
を
よ
く
見
る

に
あ
り
、
然
し
て
古
人
の
み
や
び
た
る
情
を
し
り
、
す
べ
て
吉
の
趣

た
る
世
の
有
さ
ま
を
、
よ
く
し
る
は
、
こ
れ
古
の
道
を
し
る
べ
き
階

梯
」主

宣
一
長
の
歌
や
物
語
に
対
す
る
関
心
は
生
涯
に
渡
っ
て
持
続
し
た
。
そ
の
こ

と
は
、
官
一
長
が
長
い
期
間
に
ま
た
が
っ
て
何
度
も
『
源
氏
物
語
』
の
講
義
を

し
た
こ
と
や
、
歌
を
読
み
続
け
家
集
を
成
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
司
宇
比
山
踏
』
の
記
述
に
お
い
て
注
話
さ
れ
る
の
は
、

宣
長
が
歌
や
物
語
を
学
ぶ
こ
と
を
、
そ
し
て
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
こ

と
を
、
「
十
日
の
道
を
し
る
べ
き
階
梯
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
早
く
は
村
関
典
縞
が
歌
論
の
変
化
と
し
て
指
摘
し

て
い
る
出
が
、
ま
た
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
し
る
と
い
う
こ
と
の
位
置
の
変

化
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
文
脈
は
、
歌
を
詠
ま
な
い
学
者
へ
の
批
判
を
経
て
、
反
対
に
歌
な

ど
の
風
流
な
こ
と
ば
か
り
を
好
ん
で
道
に
心
を
寄
せ
な
い
者
へ
の
批
判
へ

と
続
い
て
行
く

ω。

さ
て
又
歌
を
よ
み
文
を
つ
く
り
て
、
古
を
し
た
ひ
好
む
輩
は
、
た
ジ

風
流
の
す
ぢ
に
の
み
ま
つ
は
れ
て
、
道
の
事
を
ば
う
ち
す
て
て
、
さ

ら
に
心
に
か
く
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
よ
ろ
づ
に
い
に
し
へ
を
し
た
ひ

て
、
ふ
る
き
衣
服
調
度
な
ど
を
よ
ろ
こ
び
、
古
き
書
を
こ
の
み
よ
む

た
ぐ
ひ
な
ど
も
、
皆
た
ジ
風
流
の
た
め
の
玩
物
に
す
る
の
み
也
、
そ

も
/
¥
人
と
し
て
は
、
い
か
な
る
者
も
、
人
の
道
を
し
ら
で
は
有
べ

か
ら
ず
、
殊
に
何
の
す
ぢ
に
も
せ
よ
、
学
問
を
も
し
て
、
書
を
も
よ

む
ほ
ど
の
者
の
、
道
に
心
を
ょ
す
る
こ
と
な
く
、
神
の
め
ぐ
み
の
た

ふ
と
き
わ
け
な
ど
を
も
し
ら
ず
、
な
ほ
ざ
り
に
思
ひ
て
過
す
べ
き
こ

と
に
は
あ
ら
ず
、
古
を
い
ら
ひ
た
ふ
と
む
と
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
ま

づ
そ
の
本
た
る
道
を
こ
そ
、
第
一
に
深
く
心
が
け
て
、
明
ら
め
し
る

べ
き
わ
ざ
な
る
に
、
こ
れ
を
さ
し
お
き
て
、
末
に
の
み
か
〉
づ
ら
ふ

は
、
賞
に
い
に
し
へ
を
好
む
と
い
ふ
も
の
に
は
あ
ら
ず

こ
こ
に
至
つ
て
は
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
道
と
関
係
の
変
化
は
決
定
的

な
も
の
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
自
体
は

出
て
こ
な
い
が
、
い
く
ら
歌
や
そ
の
他
の
風
流
を
好
ん
で
「
も
の
の
あ
は
れ
一

を
知
っ
た
と
こ
ろ
で
、
道
に
関
心
を
抱
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
学
者

と
し
て
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
。
人
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
人
の
道
を
問
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歌
及
び
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
こ
と
は
、
ま
さ

に
道
を
知
る
の
為
の
「
階
梯
」
の
地
位
に
建
か
れ
、
そ
の
道
に
関
す
る
思
想
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の
中
核
か
ら
は
外
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
事
情
に
鑑
み
る
に
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
概
念
は
、

『
葬
苓
槌
筆
』
の
地
点
に
お
い
て
は
、
十
日
道
説
を
も
含
ん
だ
思
索
の
中
心
的

位
置
を
占
め
て
い
た
が
、
や
が
て
、
そ
れ
を
通
し
て
道
を
知
る
為
の
「
階
梯
」

と
し
て
、
古
道
説
の
主
張
自
体
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
て
行
く
と
い
う
経
緯
を

辿
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
変
遷
か
ら
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
は
捉
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
文
芸
説
と
古
道
説
と
を
巡
る
宣
長
の
思
想
形
成
は
考
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

(1)註

『
玉
勝
間
』
「
あ
が
た
ゐ
の
う
し
の
御
さ
と
し
一
言
」
一
・
八
六
、
八
七
及
び

「
お
の
れ
あ
が
た
ゐ
の
大
人
の
教
を
う
け
し
ゃ
う
」
一
・
八
七
参
照
。
官
一

長
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
筑
摩
版
全
集
を
用
い
、
当
該
箆
所

を
書
名
の
後
に
「
巻
数
・
頁
数
」
の
形
で
示
す
。
な
お
、
引
用
に
当
た
っ

て
は
一
部
旧
宇
を
新
字
に
改
め
る
な
ど
、
文
意
に
影
響
の
な
い
範
屈
で
手

を
加
え
た
も
の
も
あ
る
。

ワム

ω
日
野
龍
夫
、
言
臼
一
長
と
秋
成
』
、
筑
摩
書
房
、

頁
参
照
。

「
清
水
吉
太
郎
宛
書
簡
」

一
七
・
二
一

1
二
五
参
照
。

一六

O
、

」一

F' 

九
八
1m 

ω
各
著
作
の
成
立
年
代
は
、
筑
摩
版
全
集
の
解
題
に
よ
る
o

p「
U

『
源
氏
物
語
玉
の
小
琴
』
は
、
『
紫
文
要
領
』
の
上
に
書
き
入
れ
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
は
『
紫
文
一
要
領
』
を
修
正
し
た
も

(6) 

の
を
総
論
と
し
つ
つ
各
巻
に
つ
い
て
の
各
論
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
日
野
は
前
掲
箇
所
に
お
い
て
、
両
書
を
『
紫
文
要
領
』
と
同

一
の
書
物
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
間
の
差
異
を
指
摘
す
る
も
の
と
し

て
勝
原
晴
希
、
「
〈
も
の
の
あ
は
れ
〉
の
変
容
『
紫
文
要
領
』
と
『
源
氏
物

語
玉
の
小
櫛
』
」
(
島
弘
明
編
、
『
本
居
宣
一
長
の
世
界
和
歌
・
注
釈
・
思
想
』
、

森
話
社
、
二

O
O
五
所
収
)
あ
る
。
興
味
深
い
問
題
で
は
あ
る
が
本
稿
で

は
立
ち
入
ら
な
い
。

ア
メ
ハ
レ

「
サ
テ
ア
ハ
レ
ト
云
言
ノ
心
ハ
、
天
晴
ト
云
事
ノ
ヨ
シ
見
エ
タ
リ
」
『
安
波

樫
弁
』
四
・
五
八
六
。

『
安
波
稽
Mm』
四
・
五
八
五
。
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(9) (8) (7) 

『
葬
巷
随
筆
』
十
三
・
六

O
七
、
六

O
八。

「
漢
意
」
と
い
う
言
葉
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
田
中
康
二
、
『
本
居
宮
一

一
長
の
思
考
法
』
、
。
へ
り
か
ん
社
、
二

O
O
五
に
詳
し
い
。

『
玉
勝
間
』
一
・
四
八
。

司
直
畏
霊
』
九
・
五

O
。

ハ什
V

句

i
i

可
B
4ω

『
葬
荏
髄
筆
』
十
一
ニ
・
五
九
八
。

ω
同
書
、
十
一
ニ
・
五
九
八
、
五
九
九
。

凶
『
く
ず
ば
な
』
八
・
二
一
七
、

ω
司
宇
比
山
踏
』
一
・
二
九
o

M
村
岡
山
(
嗣
、
『
噌
補

八

本
居
宣
一
長
』
、
東
洋
文
庫
、
二

O
O六
、
二
七

七
二
頁
参
照
。
な
お
『
本
居
宣
一
長
』
の
初
版
は
警
醒
社

九



)
 

ヴ
I

句
B
P
4(
 

2
T比
山
踏
』

-
二
九
、

。
か
わ
い
・
か
ず
き

筑
波
大
学
大
学
院

人
文
社
会
科
学
研
究
科
)
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