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二
〇
一
八
年

は
じ
め
に
―
「
小
倉
百
人
一
首
」
に
つ
い
て

「
小
倉
百
人
一
首
」（
以
後
、「
百
人
一
首
」
と
称
す
る
）
は
、
百
人
の
歌
人
の
和

歌
を
そ
れ
ぞ
れ
一
首
ず
つ
選
び
、
時
代
順
に
配
列
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

一
三
世
紀
半
ば
頃
に
藤
原
定
家
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
、
室
町
時
代
に
は
和
歌
を

愛
好
す
る
貴
族
ら
の
間
で
広
ま
り
、
解
釈
の
た
め
の
注
釈
書
が
作
ら
れ
始
め
、
江
戸

時
代
に
入
る
と
、
カ
ル
タ
遊
び
と
結
び
つ
い
て
庶
民
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

明
治
時
代
に
は
カ
ル
タ
の
会
が
男
女
の
交
流
の
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
尾
崎
紅
葉

の
『
金
色
夜

』
や
夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
大

学
生
ら
の
間
で
競
技
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
カ
ル
タ
が
流
行
し
、
や
が
て
統
一
ル
ー

ル
が
整
備
さ
れ
、太
平
洋
戦
争
後
に
は
全
国
的
な
大
会
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

現
在
で
は
、「
百
人
一
首
」
と
カ
ル
タ
競
技
と
は
切
り
離
せ
な
い
存
在
と
し
て
認
識
さ

れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

和
歌
教
材
と
し
て
の
「
百
人
一
首
」

　
　
　
　
　
　
　

―
小
野
小
町
「
花
の
色
は
」
歌
の
課
題
と
展
望
―
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キ
ー
ワ
ー
ド
：
百
人
一
首
、
小
野
小
町
、
花
の
色
、
和
歌
教
材

一
〇
〇
と
い
う
切
り
の
い
い
歌
数
、
絵
札
に
よ
る
歌
人
像
の
可
視
化
、
そ
し
て
遊

戯
性
を
伴
う
カ
ル
タ
遊
び
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
、「
百
人
一
首
」
は
和
歌
に
親
し
む

た
め
の
格
好
の
入
り
口
と
な
っ
て
い
る
。
小
学
校
に
お
い
て
は
日
本
の
伝
統
文
化
に

親
し
む
た
め
の
教
材
と
し
て
扱
わ
れ
た
り
、
カ
ル
タ
大
会
等
の
学
級
活
動
と
結
び
つ

い
た
り
す
る
な
ど
、
教
育
の
現
場
で
「
百
人
一
首
」
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。

画
期
と
な
っ
た
の
は
、
平
成
二
十
年
六
月
に
発
表
さ
れ
た
小
学
校
学
習
指
導
要
領

で
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
韻
文
に
関
す
る
解
説
に
、「
中
学
年
で
は
、
易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句

に
つ
い
て
、
情
景
を
思
い
浮
か
べ
た
り
、
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
り
な
が
ら
音
読
や
暗
唱

を
し
た
り
す
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
度
の
小
学
校
指
導
要
領
で
も
、「
知
識
及
び
技
能
」
の
一
項
目
と
し
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て
「
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
中
で
「
我
が
国
の

言
語
文
化
に
触
れ
、
親
し
ん
だ
り
、
楽
し
ん
だ
り
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
豊
か
さ
に

気
付
き
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
重
点
を
置
」
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
和
歌
に
関
連
す
る
事
項
と
し
て
、
第
3
学
年
及
び
第
4
学
年
の
段
階
で
「
易

し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
を
音
読
し
た
り
暗
唱
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
言
葉
の

響
き
や
リ
ズ
ム
に
親
し
む
こ
と
」、
第
5
学
年
及
び
第
6
学
年
で
は
、「
古
典
に
つ
い

て
解
説
し
た
文
章
を
読
ん
だ
り
作
品
の
内
容
の
大
体
を
知
っ
た
り
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
こ
と
」
と
い
う
目
標
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。

一
方
、
中
学
校
指
導
要
領
で
は
「
小
学
校
で
の
学
習
を
踏
ま
え
、
中
学
校
に
お
い

て
も
引
き
続
き
親
し
む
こ
と
を
重
視
」
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
第
2
学
年
で
「
古

典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
知
る
こ
と
」
が
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
大
き
な
流
れ
と
し
て
は
、「
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
」
を
知
る
と
い
う
目
標
か

ら
、「
古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
」
を
学
ぶ
こ
と
へ
と
発
展
す
る
こ
と
が

わ
か
る
。

小
学
校
や
中
学
校
の
教
科
書
で
は
、
古
典
の
学
習
目
標
に
合
致
す
る
も
の
と
し

て
、「
百
人
一
首
」
に
収
録
さ
れ
た
和
歌
を
掲
載
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
万
葉
集
』

や
『
古
今
和
歌
集
』
に
の
み
掲
載
さ
れ
る
和
歌
を
扱
う
の
と
異
な
り
注
意
す
べ
き
こ

と
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
百
人
一
首
」
に
掲
載
さ
れ
た
歌
の
中
に
は
、も
と
も
と
の
作
歌
時
点
と
、

「
百
人
一
首
」
に
選
録
さ
れ
た
時
期
が
大
き
く
異
な
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
あ
る
和
歌
が
詠
ま
れ
た
時
点
で
い
か
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
と
、

そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
か
が
、
異
な
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。

そ
の
た
め
、「
百
人
一
首
」
を
教
材
と
し
て
紹
介
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
歌
の
解
釈
の

歴
史
（
享
受
史
）
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、「
百
人
一
首
」
は
天
皇
や
上
皇
の
勅
命
を
受
け
た
公
的
な
事
業
と
し
て

編
ま
れ
た
歌
集
で
は
な
い
。
藤
原
定
家
と
い
う
鎌
倉
時
代
初
期
の
歌
人
が
、
自
身
の

基
準
に
よ
っ
て
選
び
集
め
た
歌
々
で
あ
っ
て
、
成
立
時
期
や
編
集
の
意
図
に
つ
い
て

も
諸
説
あ
る
。

現
存
す
る
「
百
人
一
首
」
の
歌
々
は
、『
古
今
和
歌
集
』（
奏
覧
は
九
〇
五
年
）
か

ら
『
続
後
撰
和
歌
集
』（
同
一
二
五
一
年
）
に
至
る
十
の
勅
撰
集
か
ら
採
録
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
両
歌
集
の
成
立
年
代
に
は
三
五
〇
年
近
い
差
が
あ
る
。
ま
た
、
作
者

と
し
て
名
が
挙
げ
ら
れ
る
歌
人
の
時
代
差
に
着
目
す
る
と
、
飛
鳥
時
代
の
天
智
天
皇

や
、
そ
の
娘
で
あ
り
『
万
葉
集
』
に
歌
を
残
す
持
統
天
皇
に
始
ま
り
、
鎌
倉
時
代
初

期
の
後
鳥
羽
院
、
順
徳
院
父
子
に
至
る
。
そ
の
間
に
は
実
に
五
〇
〇
年
以
上
の
幅
が

あ
る
。　

「
百
人
一
首
」
の
収
録
和
歌
が
内
包
す
る
数
百
年
と
い
う
期
間
に
は
、
和
歌
の
草

創
期
と
も
言
え
る
時
期
に
活
躍
し
た
歌
人
か
ら
、
定
家
と
同
時
代
の
歌
人
ま
で
を
含

む
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
技
法
の
相
違
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
和
歌
に
使
用
さ
れ
た
語

彙
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
等
質
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。
和
歌
の
こ
と
ば
で
あ
る

が
故
に
、規
範
性
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
用
法
が
踏
襲
さ
れ
た
側
面
が
あ
る
と
し
て
も
、

三
〇
〇
年
以
上
も
前
の
『
古
今
集
』
の
撰
者
た
ち
の
構
築
し
た
美
意
識
と
、
定
家
が

「
百
人
一
首
」と
し
て
ま
と
め
上
げ
た
際
に
基
準
と
し
た
歌
の
世
界
と
に
懸
隔
が
あ
る

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

『
古
今
集
』
に
の
み
収
録
さ
れ
た
和
歌
で
あ
れ
ば
、
作
者
の
経
歴
を
説
明
し
、
語

彙
や
語
法
を
説
明
し
た
上
で
、
時
代
背
景
と
と
も
に
作
者
の
「
も
の
の
見
方
や
考
え

方
」
に
つ
い
て
学
習
す
る
こ
と
の
文
学
史
的
意
味
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
掲
出

さ
れ
た
和
歌
の
個
性
を
歌
集
の
特
徴
に
関
連
づ
け
て
解
説
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。し

か
し
、『
古
今
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
歌
を
、
作
歌
時
期
よ
り
約
三
〇
〇
年
も

後
の
時
代
に
成
立
し
た
「
百
人
一
首
」
の
中
の
一
首
と
し
て
紹
介
す
る
場
合
、『
古
今

集
』
の
和
歌
と
し
て
収
録
さ
れ
た
時
代
の
表
現
性
に
立
ち
返
っ
て
解
釈
す
る
か
、
そ

れ
と
も
、
定
家
の
美
意
識
に
よ
っ
て
新
た
に
見
出
さ
れ
た
歌
の
世
界
を
重
視
す
る
か

が
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
歌
の
景
が
違
う
か
ら
で

あ
る
。

『
古
今
集
』
の
収
録
歌
で
あ
り
、
か
つ
「
百
人
一
首
」
に
収
録
さ
れ
た
和
歌
を
教

材
と
し
て
扱
う
際
の
課
題
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
小
野
小
町
の
一
首

を
例
に
挙
げ
て
具
体
的
に
検
証
し
た
い
。
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一
、
小
野
小
町
は
桜
を
詠
ん
だ
の
か

『
古
今
集
』
に
収
録
さ
れ
た
小
町
の
和
歌
の
中
で
、
定
家
に
よ
っ
て
「
百
人
一
首
」

に
選
ば
れ
た
の
は
、「
花
の
色
は
」
と
い
う
句
で
始
ま
る
歌
で
あ
る
。
も
と
は
『
古

今
集
』
の
春
の
下
の
巻
（
巻
二
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
作
者
で
あ
る
小
町
の
生
年

は
不
詳
で
あ
る
が
、
九
世
紀
の
半
ば
頃
、
文
徳
天
皇
の
時
代
の
歌
人
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
紀
貫
之
ら
『
古
今
集
』
の
撰
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
先
行
す
る
和
歌
の
名
手
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
仮
名
序
の
叙
述
か
ら
知
ら
れ
る
。
在
原
業
平
や
遍

昭
ら
と
同
じ
く
、
い
わ
ゆ
る
六
歌
仙
の
一
人
で
あ
る
。

小
町
の
こ
の
歌
は
、『
古
今
集
』
の
撰
者
た
ち
の
時
代
に
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
ま
ず
、
注
釈
書
の
現
代
語
訳
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

・『
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
、
一
九
七
一
）

　

 

花
の
色
も
私
の
美
し
さ
も
、
も
は
や
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
思
え
ば
、

む
な
し
く
も
わ
が
身
は
す
っ
か
り
老
い
衰
え
た
。
驕
慢
な
物
思
い
に
ふ
け
り
眺

め
て
い
た
う
ち
に
、
花
が
春
の
長
雨
に
う
た
れ
て
散
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
。

・『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
新
潮
社
、
一
九
七
八
）

　

 

花
は
衰
え
て
色
あ
せ
て
し
ま
っ
た
。
春
の
長
雨
が
降
り
つ
づ
き
、
私
は
世
を
過

す
た
め
の
空
し
い
心
づ
か
い
に
か
ま
け
て
、
花
を
見
る
余
裕
も
な
か
っ
た
、
そ

の
う
ち
に
。

・『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
。
初
版
一
九
八
九
）

　

 

花
の
色
は
衰
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
な
あ
。
な
す
す
べ
も
な
く
空
し
く
、
わ
た

く
し
自
身
が
こ
の
世
で
も
の
思
い
を
し
な
が
ら
過
し
て
い
る
間
に
、
長
雨
が
続

い
て
。

・『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
六
。
初
版
一
九
九
四
）

　

 

花
の
色
も
私
の
美
し
さ
も
、
も
は
や
色
あ
せ
て
し
ま
っ
た
な
あ
、
私
が
あ
ら
ぬ

物
思
い
に
ふ
け
り
外
を
眺
め
て
い
た
う
ち
に
、
花
が
春
の
長
雨
に
う
た
れ
て
散

る
よ
う
に
。

い
ず
れ
も
、
初
句
「
花
の
色
は
」
に
つ
い
て
「
花
」
の
語
の
ま
ま
訳
し
て
お
り
、

注
釈
書
に
よ
る
違
い
は
な
い
。
一
方
、「
百
人
一
首
」
の
注
釈
書
で
は
ど
の
よ
う
に
解

説
さ
れ
て
い
る
の
か
。
手
近
な
注
釈
書
類
で
確
認
し
て
お
く
。

谷
知
子
氏
『
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
日
本
の
古
典　

百
人
一
首
（
全
）』（
角

川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
四
。
初
版
二
〇
一
〇
）
で
は
、「『
花
の
色
』
は
、
様
々

な
春
の
花
の
色
で
、
桜
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
」
と
明
記
す
る
も
の
の
、
大
半
は
、

「
桜
の
花
の
色
香
に
、
自
分
自
身
の
容
色
を
言
い
掛
け
て
い
る
」（
有
吉
保
氏
『
全
訳

注　

百
人
一
首
』
角
川
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
一
。
初
版
一
九
八
三
）、「『
花
』
は
桜
。

女
の
容
姿
も
暗
示
し
て
い
る
」（
鈴
木
日
出
男
氏
ほ
か
著
『
原
色
小
倉
百
人
一
首
』
文

英
堂
、
二
〇
一
五
。
初
版
二
〇
一
四
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
花
が
桜
で
あ
る
と
す
る

説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
同
じ
和
歌
で
あ
る
は
ず
の
小
町
の
「
花
の
色
は
」
の

詠
が
、『
古
今
集
』
と
し
て
見
ら
れ
る
か
「
百
人
一
首
」
の
歌
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
に

よ
っ
て
、
解
釈
が
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
る
の

だ
ろ
う
か
。

周
知
の
如
く
、『
古
今
集
』
に
は
季
節
歌
の
巻
（
巻
一
〜
六
）
ご
と
に
、
撰
者
た
ち

に
よ
る
季
節
の
推
移
に
合
わ
せ
た
配
列
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
春
の
上
の
巻
（
巻

一
）
で
は
、
立
春
の
歌
に
始
ま
り
、
名
残
の
雪
、
梅
、
鶯
な
ど
の
歌
に
続
い
て
桜
の

開
花
が
主
題
と
な
る
。
そ
し
て
春
の
下
に
入
る
と
、
散
る
桜
、
花
、
藤
、
山
吹
と
続

き
、
巻
末
に
は
、
詞
書
に
「
春
の
は
て

0

0

の
歌
」
と
あ
る
和
歌
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

四
季
折
々
の
景
物
が
選
び
取
ら
れ
、
読
み
進
む
に
つ
れ
て
少
し
ず
つ
季
節
が
移
っ
て

い
く
様
を
鮮
や
か
に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
。
実
に
見
事
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
当
該
の
小
町
歌
は
「
散
る
花
」
の
種
々
相
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
、
桜

の
落
花
を
詠
ん
だ
歌
群
と
は
別
に
、
そ
れ
よ
り
後
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
小
町

の
和
歌
の
前
後
数
首
を
次
に
引
用
す
る
。
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題
し
ら
ず　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駒
並
め
て
い
ざ
見
に
ゆ
か
む
故
里
は
雪
と
の
み
こ
そ
花
は
散
る
ら
め

（
一
一
一
。
読
人
し
ら
ず
）

散
る
花
を
な
に
か
う
ら
み
む
世
の
中
に
わ
が
身
も
と
も
に
あ
ら
む
も
の
か
は

（
一
一
二
。
読
人
し
ら
ず
）

花
の
色
は
移
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
よ
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に

（
一
一
三
。
小
野
小
町
）

　
　

仁
和
の
中
将
の
御
息
所
の
家
に
歌
合
せ
む
と
し
け
る
と
き
に
よ
め
る　

　

惜
し
と
思
ふ
心
は
糸
に
よ
ら
れ
な
む
散
る
花
ご
と
に
ぬ
き
て
と
ど
め
む

（
一
一
四
。
素
性
法
師
）

　
　

志
賀
の
山
越
え
に
女
の
お
ほ
く
あ
へ
り
け
る
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る　

梓
弓
春
の
山
べ
を
越
え
く
れ
ば
道
も
さ
り
あ
へ
ず
花
ぞ
散
り
け
る（

一
一
五
。
紀
貫
之
）

　
小
町
の
和
歌
の
前
後
に
は
詞
書
、
歌
句
い
ず
れ
も
「
花
」
と
の
み
あ
る
歌
が
並
ん

で
い
る
。
そ
の
表
現
に
着
目
す
る
と
、
一
一
一
歌
で
は
、
雪
と
み
ま
が
う
ほ
ど
の
花

の
散
る
様
が
歌
わ
れ
る
が
、
こ
の
花
の
種
類
を
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

『
古
今
集
』
に
お
け
る
雪
と
花
と
の
詠
み
様
を
確
認
す
る
と
、
例
え
ば
、
春
上
の

巻
で
は
、

　

み
よ
し
野
の
山
辺
に
さ
け
る
桜
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る

（
巻
一
、
六
〇
。
紀
友
則
）

と
い
う
例
が
あ
る
。
ま
た
、
春
下
で
は
、「
雲
林
院
に
て
桜
の
花
の
散
り
け
る
を
見
て

よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
の
も
と
に
、

　

桜
散
る
花
の
と
こ
ろ
は
春
な
が
ら
雪
ぞ
降
り
つ
つ
消
え
が
て
に
す
る

（
巻
二
、
七
五
。
承
均
法
師
）

と
あ
り
、
ま
た
、「
桜
の
散
る
を
よ
め
る
」
歌
と
し
て
、

　

雪
と
の
み
降
る
だ
に
あ
る
を
さ
く
ら
花
い
か
に
散
れ
と
か
風
の
吹
く
ら
む

（
巻
二
、
八
六
。
凡
河
内
躬
恒
）

と
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
を
勘
案
す
れ
ば
、
桜
の
散
る
さ
ま
を
雪
に
喩
え
る
手
法
は
珍
し
く
は

な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。一
一
一
歌
は
こ
れ
ら
の
歌
と
類
似
す
る
表
現
を
持
ち
、

「
雪
と
の
み
こ
そ
花
は
散
る
ら
め
」
と
し
て
お
り
、
そ
の
表
現
か
ら
桜
を
イ
メ
ー
ジ

す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、『
古
今
集
』
の

撰
者
た
ち
は
、
一
一
一
歌
を
、
敢
え
て
桜
と
明
示
す
る
歌
々
と
は
別
に
扱
う
。
歌
に

「
花
」
と
の
み
詠
ま
れ
て
い
て
、詞
書
き
に
も
そ
れ
と
明
示
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
場
合

に
、
桜
と
限
定
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
事
実
に
注
目

し
た
い
。
つ
ま
り
、
一
一
一
歌
の
「
花
」
を
桜
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
桜
で
あ
る
と
限
定
す
る
の
は
撰
者
た
ち
の
配
慮
を
理
解
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
小
町
の
歌
の
直
後
の
一
一
四
歌
に
詠
ま
れ
る
、
糸
で
貫
い
て
留
め
た
い
と

い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
花
か
。

例
え
ば
、『
万
葉
集
』
に
は
、
夏
の
景
物
で
あ
る
が
、
橘
の
花
を
「
貫
く
」
と
歌
う
。

　

片
よ
り
に
糸
を
そ
我
が
縒よ

る
我
が
背
子
が
花
橘
を
貫ぬ

か
む
と
思
ひ
て

（
巻
十
、
一
九
八
七
。
作
者
未
詳
）

糸
で
貫
く
と
い
う
行
為
を
現
実
の
も
の
と
す
る
な
ら
、
花
の
形
状
は
か
な
り
限
定

さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
素
性
の
一
一
四
歌
で
は
現
実
に
見
る
こ
と
も
触
れ
る
こ

と
も
で
き
な
い
心
を
「
糸
」
に
見
立
て
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
概
念
的
な

行
い
と
し
て
理
解
す
る
の
が
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
心
を
糸
に
見
立
て
る

と
い
う
発
想
の
源
と
し
て
、
契
沖
『
古
今
餘
材
抄
』
に
は
、

心
は
い
と
に
と
は
心
緒
な
と
い
ふ
よ
り
お
も
ひ
よ
れ
る
欤

と
説
く

⑴
　

。
契
沖
は
心
を
糸
に
喩
え
る
表
現
の
意
外
性
に
着
目
し
、「
心
緒
」
と
い
う

漢
語
が
背
景
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
。
花
の
散
る
こ
と
を
惜
し
む
心
情
を
、

い
か
に
歌
の
こ
と
ば
と
し
て
表
す
か
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
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小
町
の
歌
を
含
む
こ
れ
ら
の
歌
々
に
お
い
て
は
、「
花
」
の
終
わ
り
の
様
相
と
、

そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
重
ね
て
詠
じ
る
か
に
主
眼
が
あ
る
。
小
町
歌
の
初
句
の

「
花
」
も
、
ど
の
花
で
あ
る
か
、『
古
今
集
』
の
撰
者
達
は
そ
の
種
類
を
特
定
し
な
い

と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

佐
田
公
子
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る

⑵
　

。

　

 　
『
古
今
集
』
は
初
の
勅
撰
和
歌
集
と
い
う
一
つ
の
思
想
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
、

体
系
づ
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
集
め
ら
れ
て
来
た

歌
々
も
、
万
葉
の
そ
れ
と
は
既
に
異
な
り
、
自
然
を
具
象
的
に
把
握
す
る
よ
り

も
詩
的
言
語
（
歌
こ
と
ば
）
に
よ
っ
て
観
念
的
・
抽
象
的
に
表
出
す
る
傾
向
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
単
に
「
花
」
と
の
み
詠
み
込
ま
れ
た
歌

が
多
く
収
載
さ
れ
る
理
由
も
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
『
古
今
集
』
に
は
挙
げ
ら
れ
る
花
の
名
が
極
め
て
少
な
く
、
春
歌
の
巻

の
上
下
で
詠
ま
れ
た
花
の
種
類
が
明
白
で
あ
る
の
は
、
梅
、
桜
、
藤
、
山
吹
の
み
で

あ
る
と
佐
田
氏
は
指
摘
す
る
。
最
も
多
い
の
が
桜
で
、『
古
今
集
』
で
は
合
計
四
一
首

あ
る
。
同
じ
桜
で
も
、「
咲
く
花
」
と
し
て
は
四
九
番
か
ら
六
八
番
ま
で
を
春
上
に
収

め
、「
散
る
桜
」
を
春
歌
下
に
収
め
る
。
そ
の
後
に
、
た
だ
「
花
」
と
詠
ま
れ
る
歌
群

（
二
九
首
）
を
置
く
の
で
あ
る
。

佐
田
氏
は
、「
観
念
的
・
抽
象
的
に
表
出
」
さ
れ
る
理
由
と
し
て
漢
詩
の
「
百
花
」

と
い
う
概
念
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
す
る
が
、
こ
こ
ろ
み
に
、
日
本
で
詠
ま
れ

た
詩
の
用
例
を
探
る
と
、『
凌
雲
集
』
嵯
峨
天
皇
の
詩
（「
神
泉
苑
の
花
の
宴
に
、『
落

花
の
篇
』
を
賦
す
」）
の
冒
頭
部
に
、

過
半
の
青
春　

何
の
催う

な
がす

所
ぞ　

　
　
　
　
　
　
　

過
半
青
春
何
所
催

和
風
数

し
ば
し
ば重

な
り
て　

百
花
開
く　

　
　
　
　
　
　
　

和
風
数
重
百
花
開

芳
菲
歇
尽
し
て　

駐
む
る
に
由
無
し　

　
　
　
　
　

芳
菲
歇
尽
無
由
駐

と
あ
る
な
ど
（
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

日
本
漢
詩
集
』
小
学
館
、

二
〇
〇
二
に
よ
る
）、春
た
け
な
わ
の
繚
乱
た
る
花
々
を
い
う
詩
の
こ
と
ば
と
し
て
既

に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

一
方
、
歌
の
世
界
で
も
、
花
の
名
を
指
定
せ
ず
、
概
念
と
し
て
の
花
を
詠
ん
だ
例

と
し
て
、『
万
葉
集
』
に
大
伴
家
持
の
歌
が
あ
る
。
家
持
は
「
八や

ち
く
さ

千
種
」
と
い
う
こ
と

ば
で
、
季
節
毎
の
花
を
総
称
し
て
歌
っ
た
。

　

八
千
種
に
草
木
を
植
ゑ
て
時
ご
と
に
咲
か
む
花
を
し
見
つ
つ
し
の
は
む

（
巻
二
〇
、
四
三
一
四
）

同
じ
家
持
に
、
花
々
の
う
つ
ろ
い
に
つ
い
て
、

　

八
千
種
の
花
は
う
つ
ろ
ふ
常
磐
な
る
松
の
さ
枝
を
我
は
結
ば
な

（
巻
二
〇
、
四
五
〇
一
）

と
あ
る
こ
と
も
参
照
さ
れ
る
。

『
古
今
集
』
の
時
代
に
入
る
と
、「
ち
ぐ
さ
（
千
種
）」
と
い
う
歌
の
こ
と
ば
が
使

用
さ
れ
る
。
九
世
紀
末
葉
、「
寛
平
の
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌
」
と
い
う
詞
書
の
藤

原
興
風
の
一
首
、

　

咲
く
花
は
ち
ぐ
さ
な
が
ら
に
あ
た
な
れ
ど
誰
か
は
春
を
う
ら
み
は
て
た
る

（
巻
二
、
一
〇
一
）

に
見
ら
れ
る
。

「（
八
）
千
種
」
の
語
義
は
「
多
く
の
種
類
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
語
を
冠
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
植
物
の
種
類
を
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
概
念
と
し
て
の
「
花
」
を

歌
う
こ
と
が
既
に
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
般
に
、
平
安
時
代
に
お
い
て
、
花
と
い
え
ば
桜
を
想
起
す
る
と
い
う
の
が
通
念

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
古
今
集
』
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う

な
理
解
が
適
切
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。
む
し
ろ
、
漢
語
と
し
て
の
「
百
花
」
や

歌
の
こ
と
ば
と
し
て
の
「（
八
）
千
種
の
花
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
個
別
性
、
具
体

性
を
捨
象
し
た
概
念
と
し
て
「
花
」
を
歌
う
方
法
も
確
か
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を

重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

小
町
の
歌
の
場
合
も
、
そ
の
配
列
か
ら
考
え
る
と
、
桜
を
想
起
す
る
こ
と
を
妨
げ

る
も
の
で
は
な
い
が
、
種
類
を
限
定
し
た
解
釈
を
施
す
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
は
い

え
な
い
。
小
町
の
和
歌
を
『
古
今
集
』
に
収
載
さ
れ
た
和
歌
と
し
て

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

解
釈
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
こ
と
が
前
提
と
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
多
く
の
人
が
最
初
に
出
会
う
の
は
、「
百
人
一
首
」
の
歌
と
し
て

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

の
小
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町
の
歌
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
色
鮮
や
か
な
十
二
単
衣
を
ま
と
っ
た
女
性
の
絵
と
と

も
に
、
和
歌
の
背
後
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
、
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
ら
れ
る
花
と
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
映
像
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
お
そ
ら
く
、
桜
の
花
（
し
か
も
最

も
身
近
で
は
あ
る
が
、
平
安
朝
に
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
）
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
多
く
の
「
百
人
一
首
」
の
注
釈

書
の
解
釈
は
『
古
今
集
』
の
撰
者
た
ち
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

『
古
今
集
』
の
撰
者
た
ち
の
意
図
か
ら
離
れ
た
解
釈
が
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
、さ
ら

に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

二
、
定
家
の
見
た
「
花
の
色
」

「
百
人
一
首
」
に
お
い
て
、
小
町
歌
の
初
句
が
桜
の
花
の
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
お
そ
ら
く
、
定
家
自
身
が
、
こ
の
小
町
の
歌
を

桜
の
花
の
う
つ
ろ
い
と
し
て
理
解
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
以

下
、
定
家
の
著
し
た
書
に
よ
っ
て
確
認
す
る
。

一
三
世
紀
の
初
め
に
成
っ
た
『
近
代
秀
歌
』
で
は
、
小
町
の
「
花
の
色
は
」
の
歌

が
秀
歌
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

⑶
　

。
小
町
の
歌
は
、

　

桜
狩
雨
は
降
り
き
ぬ
同
じ
く
は
濡
る
と
も
花
の
か
げ
に
か
く
れ
む

（『
拾
遺
集
』
巻
一
、
五
〇
。
読
人
し
ら
ず
）

と
い
う
歌
の
直
後
に
あ
る
。
そ
し
て
、
小
町
の
歌
の
後
に
は
、

　

ひ
さ
か
た
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む

（『
古
今
集
』
巻
二
、
八
四
。
紀
友
則
）

と
い
う
友
則
の
歌
が
続
く
。
友
則
の
歌
は
「
花
」
と
の
み
あ
る
が
、出
典
で
あ
る
『
古

今
集
』
の
「
詞
書
」
に
「
桜
の
花
の
散
る
を
よ
め
る
」
と
明
記
さ
れ
る
。
桜
の
花
が

散
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
定
家
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、『
詠
歌
大
概
』
で
も
同
じ
小
町
歌
が
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
位
置

は
、『
近
代
秀
歌
』
と
同
じ
く
「
桜
狩
雨
は
降
り
き
ぬ
」
の
歌
の
後
で
、
直
後
に
は
、

　

ま
た
や
見
む
交
野
の
御
野
の
桜
狩
花
の
雪
散
る
春
の
曙

（『
新
古
今
集
』
巻
二
、
一
一
四
。
藤
原
俊
成
）

の
和
歌
が
あ
る
。
や
は
り
、
小
町
の
歌
に
続
く
の
は
桜
の
散
る
歌
で
あ
る
。

こ
れ
ら
両
書
の
配
列
か
ら
、
定
家
自
身
は
、「
花
の
色
は
」
の
歌
を
春
の
長
雨
に
色

あ
せ
て
い
く
桜
の
花
を
詠
ん
だ
和
歌
と
し
て
評
価
し
て
い
た
も
の
と
判
断
で
き
る
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
定
家
に
よ
る
「
百
人
一
首
」
と
い
う
集
合
体
の
中
で
は
、
こ
の
歌

は
桜
の
花
の
色
あ
せ
る
さ
ま
を
連
想
さ
せ
る
歌
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で
あ
り
、
小

町
の
歌
を
「
百
人
一
首
」
に
よ
っ
て
知
っ
た
後
の
世
の
人
々
に
と
っ
て
、
定
家
の
示

し
た
も
の
が
「
正
し
い
」
解
釈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

⑷
　

。

そ
の
意
味
で
、
た
と
え
ば
当
該
歌
を
掲
載
し
た
三
省
堂
の
中
学
国
語
の
教
員
用
指

導
書
に
、

　

花
の
色　

　

美
し
い
桜
の
色
合
い
。
こ
れ
に
作
者
の
容
色
の
美
し
さ
を
も
含
ま
せ
て
い
る
。

と
し
、
さ
ら
に
、【
鑑
賞
】
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、

　

 

折
か
ら
の
長
雨
に
降
り
込
め
ら
れ
る
間
に
、
桜
が
そ
の
盛
り
を
過
ぎ
た
の
を
見

て
嘆
く
。
耽
美
の
心
の
や
る
せ
な
さ
を
歌
っ
た
も
の
だ
が
、
倒
置
・
対
比
・
掛

詞
と
技
巧
を
つ
く
し
た
、
理
知
的
な
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
崩
れ
ゆ
く
美

を
適
度
の
想
像
を
交
え
て
構
成
し
、
余
情
も
漂
っ
て
い
る
。
小
町
の
作
風
を
代

表
す
る
名
歌
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
す
る
の
は
（『
中
学
の
国
語
三
年
下
』）、
定
家
の
解
釈
に
合
わ
せ
た
評
と
し
て
は

「
正
し
い
」
こ
と
に
な
る
。

定
家
に
よ
る
『
古
今
集
』
の
和
歌
の
と
ら
え
直
し
に
つ
い
て
、
錦
仁
氏
は
、「
破
壊

と
創
造
」
と
い
う
語
で
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
以
下

に
引
用
す
る

⑸
　

。

　
 　

『
百
人
一
首
』
の
編
集
は
、
二
つ
の
衝
撃
的
な
作
業
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。

最
初
の
作
業
は
、
も
と
の
組
織
・
構
造
体
を
破
壊
し
て
、
そ
の
一
員
で
あ
っ
た

歌
を
部
品
と
し
て
切
り
離
し
、
取
り
だ
す
こ
と
だ
。
選
歌
源
は
勅
撰
集
で
あ
る

が
、
そ
の
中
か
ら
選
び
出
す
と
き
詞
書
が
消
去
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
作
者
名
も

自
明
の
こ
と
と
し
て
取
り
外
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
次
の
作
業
は
、
個
々
の
部
品

と
な
っ
た
歌
で
新
し
い
別
の
組
織
体
を
組
み
立
て
る
こ
と
だ
。『
百
人
一
首
』
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は
、
こ
の
よ
う
な
破
壊
と
創
造
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
。
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
エ
ン
ド
・

ビ
ル
ド
、
す
な
わ
ち
〈
切
り
離
し
〉
と
〈
編
み
直
し
〉
の
作
業
に
よ
っ
て
誕
生

し
た
の
で
あ
る
。

　

 　
『
百
人
一
首
』
が
完
成
し
た
と
き
、
も
と
の
勅
撰
集
と
の
関
係
は
一
旦
、〈
記

憶
〉
の
中
に
任
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
詞
書
は
転
写
さ
れ
な
い
か
ら
、
い

つ
、
ど
う
い
う
理
由
で
歌
を
詠
み
、
何
に
収
録
さ
れ
た
か
、
と
い
う
も
と
の
現

実
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
は
『
百
人
一
首
』
を
読
む
者
の
折
々
の
関
心
に

よ
っ
て
〈
想
起
〉
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。〈
想
起
〉
さ
れ
な
け
れ
ば
、あ
と
か
た

も
な
く
消
え
て
ゆ
く
。
歌
は
そ
れ
だ
け
で
一
個
の
作
品
と
な
る
。
そ
し
て
、
新

し
い
組
織
体
で
あ
る
『
百
人
一
首
』
の
一
員
と
し
て
、
も
と
の
場
に
あ
っ
た
と

き
と
は
少
し
異
な
っ
た
意
味
を
帯
び
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
少
し
だ
け
生

ま
れ
変
わ
る
の
で
あ
る
。

小
町
の
歌
も
、『
古
今
集
』
の
配
列
か
ら
「
切
り
離
し
」
を
さ
れ
、
定
家
に
よ
っ

て
「
少
し
だ
け
生
ま
れ
変
わ
」
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
後
世
の
我
々
が
、『
古
今

集
』
の
注
釈
書
を
参
照
す
る
と
き
、
そ
う
し
た
解
釈
の
違
い
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
得

な
い
。『
古
今
集
』
の
歌
と
し
て
扱
う
か
、「
百
人
一
首
」
と
し
て
扱
う
の
か
。『
古
今

集
』
の
編
纂
と
、「
百
人
一
首
」
の
成
立
と
の
間
に
あ
る
三
〇
〇
年
と
い
う
時
間
や
、

複
数
の
編
者
た
ち
に
よ
る
公
的
な
事
業
と
定
家
と
い
う
個
性
に
よ
る
選
歌
に
よ
る
差

は
看
過
し
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
、『
古
今
集
』
の
時
代
―
漢
語
「
花
色
」
の
摂
取

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
小
町
歌
を
解
釈
す
る
際
に
留
意
す
べ
き
点
と
し

て
、
一
つ
に
は
「
花
」
の
語
を
め
ぐ
る
理
解
の
違
い
が
あ
っ
た
。
定
家
の
鑑
賞
の
方

向
性
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
、
歌
全
体
の
解
釈
に

影
響
を
与
え
る
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
花
の
色
」
が
、
女
性
の
容
色
の
比
喩
と
見

る
べ
き
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、『
古
典
集
成
』
の
よ
う
に
、

　

 「
花
の
色
」
を
作
者
の
容
色
の
比
喩
と
解
す
る
説
が
多
い
が
、根
拠
が
な
い
。
容

色
の
比
喩
な
ら
「
雑
歌
」
の
部
に
あ
る
べ
き
内
容
で
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ

で
は
言
葉
ど
お
り
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
す
る
か
、『
新
編
全
集
』
の
よ
う
に
、

　

表
面
は
花
で
あ
る
が
、
裏
に
作
者
の
容
色
を
さ
す
。

と
み
る
か
で
あ
る
。

古
く
は
『
宗
祇
抄
』（
宗
祇
著
、十
五
世
紀
末
葉
成
立
。
引
用
は
『
百
人
一
首
古
注

抄
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
七
。
初
版
一
九
八
二
に
よ
る
）
に
、

　

下
の
心
は
、
小
町
が
我
身
の
さ
か
り
の
お
と
ろ
へ
行
様
を
よ
め
り
。

と
し
て
、
花
の
退
色
を
い
う
の
に
加
え
て
「
下
の
心
」
と
し
て
の
我
が
身
の
衰
え
を

見
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、『
百
首
異
見
』（
香
川
景
樹
著
。
一
八
一
五
年
成
立
。
引

用
は
前
掲
『
百
人
一
首
古
注
抄
』
に
よ
る
）
が
、

　

 

花
の
う
つ
り
を
歎
か
ん
中
に
、
ま
た
、
我
か
た
ち
の
お
と
ろ
へ
を
も
思
ひ
こ
め

て
、
よ
そ
へ
い
ふ
事
あ
る
べ
き
事
な
ら
ん
や
。
又
、
か
た
ち
の
う
へ
を
歎
く
と

せ
ば
、
鏡
な
ど
に
さ
し
む
か
は
ず
し
て
は
、
移
り
に
け
り
な
と
い
ふ
調
に
か
な

ふ
べ
か
ら
ず
。
…
…
も
と
よ
り
花
の
色
は
と
い
ふ
よ
り
、
し
か
よ
そ
へ
た
る
調

に
は
聞
え
ざ
る
也
。

と
し
て
「
花
の
う
つ
り
を
歎
」
く
歌
で
あ
る
と
し
て
、
我
が
容
貌
の
こ
と
を
重
ね
て

い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
と
否
定
す
る
な
ど
、
古
く
か
ら
論
議
さ
れ
て
き
た
経
緯

が
あ
る
。

現
在
は
、『
宗
祇
抄
』
の
よ
う
に
、
花
の
退
色
と
い
う
自
然
現
象
と
我
が
容
貌
の
衰

え
と
い
う
人
事
を
重
ね
て
解
釈
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
教

科
書
で
も
二
重
の
意
味
を
一
首
の
中
に
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

中
学
三
年
生
と
い
う
年
齢
で
あ
れ
ば
、
春
の
長
雨
に
色
あ
せ
る
桜
の
景
と
、
容
色

の
衰
え
を
嘆
く
女
性
の
心
情
を
想
像
し
、
あ
る
種
の
感
慨
を
も
っ
て
受
け
止
め
る
こ

と
が
で
き
る
生
徒
も
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
自
然
に
人
事
を
重
ね
た
歌
で
あ
る

と
説
明
す
る
こ
と
で
、
古
典
と
現
代
の
人
の
心
と
の
共
通
性
を
読
み
取
ら
せ
る
と
い

う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、「
花
の
色
」
と
女
性
の
容
貌
と
を
重
ね
る
た
歌
で
あ

る
と
読
む
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
根
拠

0

0

が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。
そ

の
上
、『
古
今
集
』
の
和
歌
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
読
み
が
正
確
で
あ
る
の
か
ど
う
か
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検
証
も
さ
れ
な
い
。
た
だ
、
長
年
の
間
繰
り
返
さ
れ
た
指
導
内
容
に
従
っ
て
、
そ
の

よ
う
に
教
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

確
か
に
、「
花
の
色
」
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
は
難
解
な
こ
と
ば
で
は
な
い
。「
花
」

が
桜
で
あ
る
か
総
称
と
し
て
の
花
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
除
け
ば
、
解
釈
に
混
乱

が
生
じ
る
語
で
あ
る
と
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
現
代
の
日
本
語
の
感
覚
で

と
ら
え
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
し
ら
ゆ
き
」
や
「
し
ら
つ
ゆ
」
が
そ
れ
ぞ
れ

漢
語
の
「
白
雪
」「
白
露
」
の
翻
訳
に
よ
り
生
ま
れ
た
歌
の
こ
と
ば
で
あ
る
よ
う
に
、

「
花
の
色
」
も
、
漢
語
「
花
色
」
を
翻
訳
し
た
語
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。

近
年
の
解
説
書
で
は
、大
塚
英
子
氏
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選　

小
野
小
町
』

（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
）
が
採
り
上
げ
、
以
下
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

　

 （
引
用
者
注
、「
花
の
色
」
の
語
は
）
小
町
以
前
に
小
野
篁

た
か
む
らの

歌
に
二
例
、在
俗
時

代
の
遍へ

ん
じ
よ
う昭

の
歌
に
一
例
見
ら
れ
る
。
二
人
と
も
漢
詩
文
に
通つ

う
ぎ
よ
う暁

し
た
歌
人
で
、

そ
の
内
の
二
首
は
小
町
と
同
じ
よ
う
に
初
句
に
用
い
て
い
る
。
小
町
も
二
人
の

歌
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
し
、
詩
語
の
「
花
色
」
の
用
法
も
分
か
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
漢
詩
の
伝
統
で
は
「
花
色
」
は
自
然
の
花
の
色
を
い
う
の

で
は
な
く
、
男
の
目
か
ら
女
の
容
色
の
美
し
さ
を
喩
え
る
の
に
用
い
る
（
傍
線

は
引
用
者
に
よ
る
）。

大
塚
氏
は
、「
花
の
色
」
を
「
女
の
容
色
の
美
し
さ
」
の
比
喩
で
あ
る
と
み
る
。
現

代
語
訳
で
は
、

　

 

花
の
色
は
長
雨
に
降
り
籠
め
ら
れ
て
、
わ
た
し
の
容
色
も
物
思
い
に
耽
っ
て
い

る
う
ち
に
、
見
る
人
も
な
い
ま
ま
空
し
く
移
り
変
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
も

私
は
こ
の
よ
う
に
現
世
の
中
で
生
き
て
ま
い
り
ま
す
。

と
し
て
、
指
導
書
と
同
じ
く
二
重
の
意
味
合
い
を
読
み
取
る
。

「
花
色
」
が
漢
語
を
翻
訳
し
た
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、和
歌
に
お
け
る
使
用
例
を
探

る
と
と
も
に
、
漢
詩
に
お
け
る
使
用
例
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
大
塚

氏
の
挙
げ
た
『
古
今
集
』
の
篁
と
遍
昭
（
良
岑
宗
貞
）
の
例
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

　
　
　

春
の
歌
と
て
、
よ
め
る　

　

花
の
色
は
霞
に
こ
め
て
見
せ
ず
と
も
香
を
だ
に
ぬ
す
め
春
の
山
風

（
巻
二
、
九
一
。
良
岑
宗
貞
）

　
　
　

梅
の
花
に
、
雪
の
降
れ
る
を
、
よ
め
る　

　

花
の
色
は
雪
に
ま
じ
り
て
見
え
ず
と
も
香
を
だ
に
に
ほ
へ
人
の
知
る
べ
く

（
巻
六
、
三
三
五
。
小
野
篁
）

　
　
　

諒
闇
の
年
、
池
の
ほ
と
り
の
花
を
見
て
、
よ
め
る

　

水
の
面
に
し
づ
く
花
の
色
さ
や
か
に
も
君
が
御
か
げ
の
お
も
ほ
ゆ
る
か
な

（
巻
十
六
、
八
四
五
。
小
野
篁
）

九
一
歌
と
三
三
五
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
季
節
歌
の
巻
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
素
直
に
読

め
ば
植
物
の
花
の
こ
と
で
あ
る
。
哀
傷
の
巻
に
収
録
さ
れ
た
八
四
五
歌
の
み
、「
君
が

御
か
げ
」
と
「
花
の
色
」
と
を
重
ね
て
思
う
と
あ
り
、
人
の
容
顔
と
し
て
の
用
例
に

含
め
ら
れ
る
が
、
諒
闇
と
あ
る
以
上
、
天
皇
の
あ
り
し
日
の
顔
で
あ
っ
て
女
性
の
顔

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
も
「
女
の
容
色
の
美
し
さ
」
の
比
喩
で
あ
る
と

す
る
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
。

大
塚
氏
は
、脚
注
で
小
島
憲
之
氏
の
論
「
花
の
色
」（「
あ
け
ぼ
の
」
第
十
巻
三
号
、

あ
け
ぼ
の
社
、
一
九
七
七
）
に
触
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
小
島
氏
の
言
を
確

認
し
て
お
く
。

小
島
氏
は
、
六
朝
詩
に
お
け
る
詩
語
「
花
色
」
が
「
一
般
に
女
人
の
容
色
の
美
し

さ
を
花
に
た
と
え
て
い
う
こ
と
が
多
い
」
と
し
て
、『
玉
台
新
詠
』
の
例
を
挙
げ
て
い

る
。
小
島
氏
が
例
示
し
た
う
ち
の
一
首
を
掲
げ
る
。

　

花
色
桃
杏
に
過
ぎ
、
名
称
金
瓊
よ
り
も
重
し
。（

巻
十　

梁
武
帝
「
上
声
歌

⑹
　

」）

こ
の
例
に
つ
い
て
、
小
島
氏
は
、「
女
人
の
美
し
さ
が
桃
や
杏
の
『
花
色
』、
花
の

色
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
意
」
と
す
る
。

し
か
し
、「『
花
の
色
』
そ
の
も
の
の
意
を
も
つ
例
も
や
は
り
あ
る
」
と
し
て
同
じ

く
六
朝
の
詩
、

　

日
移
り
て
花
色
異
な
り
、
風
散
り
て
水
紋
長
し
。

（
梁
元
帝
「
晩
景
遊
後
園
詩

⑺
　

」）
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な
ど
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
小
島
氏
は
、
唐
代
の
『
白
氏

文
集
』
の
「
花
色
」
に
着
目
し
、
こ
の
語
が
「
酔
顔
」
の
様
子
を
い
っ
た
例
が
あ
る

こ
と
、
さ
ら
に
、
こ
の
「
酔
顔
」
を
い
う
表
現
と
し
て
菅
原
道
真
が
自
ら
の
作
詩
の

際
に
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、

　

 

つ
ま
り
「
花
色
」
は
、
花
の
色
自
身
を
示
す
と
共
に
、
人
の
酔
顔
に
な
ぞ
ら
え

ら
れ
る
。
し
か
も
女
人
の
容
色
で
は
な
く
、
人
の
酔
色
で
あ
る
。
…
…
「
花
の

色
」
が
こ
の
「
花
色
」
の
翻
訳
語
、
和
製
歌
語
と
み
な
す
限
り
、「
花
」
は
花

自
身
で
あ
り
、
梅
や
桜
を
当
て
よ
う
と
す
る
の
は
む
し
ろ
空
し
い
作
業
と
い
え

る
。「
花
の
色
の
う
つ
り
」
に
、
容
色
の
衰
え
を
寓
す
る
と
み
る
の
は
…
…
、
む

し
ろ
後
世
の
伝
説
上
の
小
町
に
対
し
て
も
つ
イ
メ
ー
ジ
か
ら
逆
に
考
え
つ
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

と
結
論
し
て
い
る
。

小
島
氏
の
こ
の
論
は
、
後
に
著
書
『
日
本
文
学
に
お
け
る
漢
語
表
現
』（
岩
波
書

店
、
一
九
八
八
）
の
中
で
改
稿
さ
れ
た
も
の
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、

小
町
歌
に
つ
い
て
、「『
花
の
色
』
に
彼
女
の
容
顔
の
美
し
さ
が
裏
に
含
ま
れ
る
に
し

て
も
、ま
ず
『
花
の
色
』
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
が
そ
の
第
一
義
と
い
え
よ
う
」

と
も
述
べ
、『
古
今
集
』
の
「
花
の
色
」
の
語
に
つ
い
て
は
「
花
と
い
う
一
般
的
な
概

念
を
も
つ
『
花
』
そ
の
も
の
の
い
ろ
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
嵯
峨
天

皇
「
春
日
の
作
」（『
経
国
集
』
巻
十
一
）
に
、

　

…
…
花
色　

風
初
め
て
暖
か
に

　
　
　

鶯
声　

日
に
漸
く
遅
し

と
い
う
一
節
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
陽
春
の
花
々
の
様
子
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
指
導
書
な
ど
に
見
ら
れ
る
解
釈
に
対
す
る
疑
問
が
生
じ
る
。「
花
の
色
」

を
女
の
容
色
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
述
べ
つ
つ
も
そ
の
根
拠
を
示
さ
ず
、
援
用
で
き

る
は
ず
の
漢
語
と
し
て
の
「
花
色
」
に
つ
い
て
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
先

に
引
用
し
た
香
川
景
樹
『
異
見
』
が
、「
も
と
よ
り
花
の
色
は
と
い
ふ
よ
り
、
し
か
よ

そ
へ
た
る
調
に
は
聞
え
ざ
る
也
」
と
述
べ
た
の
は
、
容
色
の
衰
え
と
花
の
退
色
の
二

重
の
意
味
を
読
み
取
る
説
に
対
し
て
「
花
の
色
」
の
語
に
着
目
し
疑
念
を
提
示
し
て

い
る
の
は
、
優
れ
た
観
察
眼
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

現
在
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
、
第
一
節
に
挙
げ
た
よ
う
に
、

・『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
。
初
版
一
九
八
九
）

　

 

花
の
色
は
衰
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
な
あ
。
な
す
す
べ
も
な
く
空
し
く
、
わ
た

く
し
自
身
が
こ
の
世
で
も
の
思
い
を
し
な
が
ら
過
し
て
い
る
間
に
、
長
雨
が
続

い
て
。

・『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
六
。
初
版
一
九
九
四
）

　

 

 花
の
色
も
私
の
美
し
さ
も
、
も
は
や
色
あ
せ
て
し
ま
っ
た
な
あ
、
私
が
あ
ら
ぬ

物
思
い
に
ふ
け
り
外
を
眺
め
て
い
た
う
ち
に
、
花
が
春
の
長
雨
に
う
た
れ
て
散

る
よ
う
に
。

と
あ
る
よ
う
に
（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）、
い
ま
だ
に
説
の
一
致
を
み
な
い
。

こ
の
差
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
文
学
史
を
視
野
に
収
め
た
上
で
の
読
み
で
あ
る
か

ど
う
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
。
授
業
で
も
、「
花
の
色
」
が
「
花
色
」
と
い
う
漢
語

を
学
ん
で
誕
生
し
た
歌
の
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
自
ら
の
容
貌
の
衰
え
を
重

ね
た
と
見
る
か
否
か
は
説
が
分
か
れ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
、
触
れ
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
と
く
に
漢
語
か
ら
歌
の
こ
と
ば
が
誕
生
し
た
と
い
う
あ
り
よ
う
は
、『
古

今
集
』
の
成
立
し
た
、
一
〇
世
紀
初
頭
と
い
う
時
代
背
景
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
重

要
な
観
点
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
も
そ
も
、
小
町
歌
に
詠
ま
れ
た
情
景
の
、「『
雨
中
の
花
』
と
い
う
文
学
的
認
識

は
、
九
世
紀
の
平
安
詩
人
の
白
詩
の
受
容
に
よ
る
点
が
大
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
も

あ
る
（
小
島
氏
前
掲
書
）。
教
科
書
に
、『
古
今
集
』
の
和
歌
と
し
て
掲
載
し
、
こ
の

歌
集
の
特
色
を
学
ぶ
と
い
う
目
的
に
照
ら
し
て
、『
古
今
集
』
が
成
立
し
た
文
学
的
背

景
に
関
わ
る
重
要
な
視
座
を
等
閑
に
付
す
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

母
利
司
朗
氏
は
、
小
町
歌
に
関
す
る
古
注
釈
を
見
合
わ
せ
つ
つ
、
容
色
の
衰
え
へ

の
慨
嘆
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
う
し
た
述
懐
を
見
な
い
か
と
い
う
対
立
が
十
六

世
紀
頃
か
ら
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
両
説
が
近
世
後
期
に
至
る
ま
で
併
存
し
て
い

た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
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今
日
こ
の
歌
が
小
町
の
容
色
の
衰
え
と
結
び
付
け
て
の
み
理
解
・
鑑
賞
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど
の
必
然
性
が
あ
る
と
は
け
っ
し
て
い
え
な
い
、
と
い

う
の
が
穏
当
な
物
の
見
方
だ
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
す
る

⑻
　

。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
。

四
、
和
歌
史
上
に
お
け
る
位
置
づ
け

見
て
き
た
よ
う
に
、『
古
今
集
』
に
採
録
さ
れ
た
小
町
歌
の
初
句
の
「
花
の
色
」

が
、
漢
語
「
花
色
」
の
翻
訳
語
と
し
て
誕
生
し
た
歌
語
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
蓋
然

性
の
高
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
漢
語
と
し
て
は
、
花
の
美
し
さ
そ
の
も
の
を

表
す
以
外
の
、
赤
み
を
帯
び
た
顔
（
酔
顔
）
や
女
性
の
容
貌
の
比
喩
と
い
っ
た
用
法

の
広
が
り
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、『
古
今
集
』
の
和
歌
と
し
て
は
、
篁
や
遍
昭
の
歌
に

照
ら
せ
ば
、
本
来
の
意
で
あ
る
咲
い
て
い
る
花
の
美
し
さ
そ
の
も
の
の
表
現
と
し
て

用
い
ら
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
小
町
の
歌
の
場
合
も
、「
花
の
色
」
に
小
町
の
美

貌
を
必
ず
し
も
重
ね
る
必
要
は
な
い
。「
長
雨
」
と
「
眺
め
」、「
降
る
」
と
「
経
る
」

と
い
う
二
つ
の
掛
詞
の
存
在
に
よ
り
、
技
巧
上
す
ぐ
れ
た
和
歌
と
し
て
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

平
安
時
代
の
女
性
歌
人
で
あ
る
小
町
が
、
詩
語
を
利
用
し
た
と
見
る
こ
と
に
不
審

を
抱
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
小
町
が
生
き
た
と
さ
れ
る
九
世
紀
は
、
ま
さ
に
平

仮
名
の
誕
生
す
る
萌
芽
の
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
歌
は
、
女
性
で
あ
れ
男
性
で

あ
れ
、
漢
字
で
書
き
表
す
よ
り
他
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
和
歌
の
表
現
を

制
約
す
る
も
の
で
は
な
く
、
漢
語
を
翻
訳
し
た
新
た
な
歌
語
が
誕
生
す
る
豊
か
な
土

壌
と
も
な
り
得
た
。

実
際
、『
万
葉
集
』
に
は
、
漢
語
を
翻
訳
し
た
翻
訳
語
と
称
さ
れ
る
歌
の
こ
と
ば
が

多
く
あ
る
。
例
え
ば
、
教
科
書
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
、
大
伴
家
持
の

次
の
歌
も
そ
う
し
た
語
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

春
の
苑
紅
に
ほ
ふ
桃
の
花
下
照
る
道
に
出
で
立
つ
を
と
め（

巻
十
九
、
四
一
三
九
）

題
詞
に
「
天
平
勝
宝
二
年
三
月
一
日
の
暮
に
、
春
苑
の
桃
李
の
花
を
眺
瞩
し
て
作

る
」
と
あ
る
。「
桃
李
の
花
」
と
い
う
素
材
か
ら
し
て
既
に
中
国
文
学
の
趣
向
を
踏

襲
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
が
、
現
代
の
日
本
語
と
し
て
違
和
感
の
な
い
「
春

の
苑
」
と
い
う
語
も
ま
た
漢
語
「
春
苑
」
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
『
万
葉

集
』
研
究
の
場
で
は
既
に
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

女
性
歌
人
も
ま
た
、
そ
う
し
た
こ
と
ば
を
駆
使
し
て
歌
を
詠
ん
だ
。
奈
良
時
代
の

女
性
歌
人
と
し
て
、『
万
葉
集
』
巻
十
五
に
二
三
首
の
歌
を
残
す
狭さ

の
の野

弟お
と
が
み
の上

娘お
と
め子

の

作
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

君
が
行
く
道
の
長
手
を
繰
り
畳た

た

ね
焼
き
滅
ば
さ
む
天あ

め

の
火
も
が
も

（
巻
十
五
、
三
七
二
四
）

娘
子
の
恋
人
で
あ
っ
た
中
臣
宅
守
が
罪
を
得
て
越
前
国
に
流
罪
に
な
っ
た
時
に
、

娘
子
が
贈
っ
た
歌
の
第
二
首
で
あ
る
。
結
句
の
「
天
の
火
」
の
原
文
は
意
味
を
表
す

訓
字
で
は
な
く
万
葉
仮
名
に
よ
っ
て
「
安
米
能
火
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
、
巻
十
五
が
仮
名
書
き
主
体
の
巻
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
特
異
な
事
例
で
は
な

い
。『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）
の
脚
注
に
は
、                                                

　
「
天
の
火
」
は
漢
語
「
天
火
」
の
訓
読
語
か
。

と
し
、『
春
秋
左
氏
伝
』
の
例
を
典
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
他
、『
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
六
）
の
頭
注
で
は
、

　

 

天
ノ
火
は
天
の
意
志
に
よ
っ
て
起
こ
る
災
火
。『
漢
書
』
に
「
天
火
、城
門
ヲ
焼

ク
」
と
あ
る
。
宅
守
の
流
さ
れ
て
行
く
道
を
た
ぐ
り
寄
せ
て
焼
き
尽
し
、
行
け

な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
う
。

と
す
る
。「
天
火
」
と
い
う
漢
語
が
本
来
有
し
て
い
た
、
天
の
脅
威
、
大
い
な
る
力
の

発
動
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
恋
人
の
流
刑
地
へ
の
旅
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
力
（「
天
の

火
」）
を
切
望
す
る
激
情
を
表
現
す
る
た
め
に
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
教
科
書
等
で
は
こ
の
点
に
言
及
さ
れ
る
機
会
は
少
な
い
よ
う
だ
。
例

え
ば
、こ
こ
に
挙
げ
た
『
万
葉
集
』
歌
二
首
を
取
り
あ
げ
た
『
国
語
総
合
』（
大
修
館

書
店
）
の
教
科
書
に
は
、
漢
籍
に
由
来
す
る
語
で
あ
る
旨
の
注
記
は
な
い
。
作
者
の

紹
介
を
除
け
ば
、
家
持
の
四
一
三
九
歌
に
対
し
て
付
さ
れ
た
語
注
は
二
つ
で
あ
る
。

　

紅
に
ほ
ふ　

桃
の
花
の
赤
が
照
り
輝
く
。

　

下
照
る　

桃
の
木
の
下
に
ま
で
照
り
映
え
て
い
る
。
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娘
子
の
三
七
二
四
歌
は
、「
道
の
長
手　

長
い
道
の
り
」
と
の
み
注
が
あ
る
。
い
ず

れ
も
現
代
語
に
置
き
換
え
て
理
解
す
る
た
め
に
最
低
限
必
要
な
情
報
の
み
に
留
め
て

い
る
。
和
歌
の
こ
と
ば
が
漢
籍
に
用
い
ら
れ
る
語
を
翻
訳
し
た
語
に
よ
っ
て
さ
ら
に

多
彩
に
な
っ
た
こ
と
、
平
安
時
代
に
入
っ
た
後
も
、
そ
う
し
た
語
の
使
用
が
見
ら
れ

る
こ
と
、
こ
れ
ら
も
「
我
が
国
の
伝
統
文
化
」
と
し
て
の
和
歌
の
姿
で
あ
る
。

一
般
的
に
、
平
安
時
代
の
女
性
た
ち
は
、
漢
字
を
駆
使
し
た
創
作
か
ら
遠
ざ
け
ら

れ
て
い
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
例
の
『
紫
式
部
日
記
』
の
記
述
、「
一
と
い
ふ

文
字
を
だ
に
書
き
わ
た
し
は
べ
ら
ず
」
と
い
う
箇
所
が
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
。
た

だ
、
そ
れ
に
続
け
て
、
主
人
で
あ
る
中
宮
彰
子
に
請
わ
れ
「
楽
府
と
い
ふ
書
二
巻
を

ぞ
、
し
ど
け
な
な
が
ら
教
へ
た
て
き
こ
え
さ
せ
て
は
べ
る
」
と
も
あ
る
。
紫
式
部
の

出
自
が
、
漢
学
の
家
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
し
て
も
、
中
宮
と
な
っ
た
彰
子
自
身

が
、
式
部
に
「
文
集
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
よ
ま
せ
た
ま
ひ
な
ど
」
し
た
と
あ
り
、『
白

氏
文
集
』
の
文
学
的
な
趣
向
を
好
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
書
く
文
字

と
し
て
使
用
す
る
の
が
、
ほ
ぼ
平
仮
名
に
限
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
漢
籍
に
由
来
す
る
語
彙
や
そ
こ
に
描
か
れ
る
世
界
観
な
ど
に
対
す
る
知
識
を
備

え
た
女
性
は
確
実
に
存
在
し
て
い
た
。

同
時
代
の
清
少
納
言
が
『
枕
草
子
』
に
描
い
た
宮
中
で
の
男
性
達
と
伍
し
て
の
生

き
生
き
と
し
た
や
り
と
り
は
漢
籍
の
素
養
な
く
し
て
は
生
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

平
仮
名
が
確
立
し
て
か
ら
一
〇
〇
年
経
ち
、
そ
れ
を
表
だ
っ
て
使
う
か
否
か
の
違
い

は
あ
れ
ど
、
女
性
た
ち
が
必
ず
し
も
漢
籍
の
こ
と
ば
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。

平
仮
名
の
使
用
が
一
般
的
と
な
る
以
前
、
嵯
峨
天
皇
の
第
三
皇
女
有
智
子
内
親
王

（
八
〇
七
〜
八
四
七
）
の
漢
詩
が
勅
撰
詩
集
で
あ
る
『
経
国
集
』
に
八
首
残
さ
れ
て
い

る
（
前
掲
『
日
本
漢
詩
集
』
に
よ
る
）。
九
世
紀
の
女
性
歌
人
で
あ
る
小
町
が
、『
万

葉
集
』
に
お
け
る
女
性
た
ち
と
同
様
に
、
漢
語
に
由
来
す
る
こ
と
ば
を
織
り
込
ん
だ

歌
を
詠
ん
で
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
例
の
一
つ
が
、「
花
の
色
」
で

あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

『
古
今
集
』
は
、
い
わ
ゆ
る
国
風
暗
黒
時
代
の
終
焉
を
告
げ
る
、
平
仮
名
に
よ
る

和
歌
の
輝
か
し
い
記
念
碑
的
な
作
品
で
あ
る
こ
と
を
目
標
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。換
言
す
れ
ば
、平
安
朝
文
学
の
主
流
と
な
る
仮
名
文
字
に
よ
る
文
学
と
し
て
成
熟

が
見
ら
れ
る
よ
り
前
の
要
素
を
多
分
に
含
ん
だ
歌
集
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
学
校
指
導
要
領
で
は
第
2
学
年
で
「
古
典
に
表
れ

た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
知
る
こ
と
」
が
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
町

の
歌
に
つ
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
「
考
え
方
」
を
見
出
す
の
か
、
こ
の
歌
が
生
ま
れ

た
時
代
と
い
う
要
素
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

五
、
和
歌
教
材
と
し
て
の
「
百
人
一
首
」
の
展
望

見
て
き
た
よ
う
に
、
定
家
が
小
町
歌
に
認
め
た
美
の
あ
り
よ
う
と
、『
古
今
集
』
の

撰
者
た
ち
が
、『
古
今
集
』
に
お
け
る
配
置
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
美
の
あ
り
よ
う

と
は
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、「
百
人
一
首
」
の
歌
と
し
て
よ
く
知

ら
れ
た
歌
を
、
三
大
和
歌
集
に
つ
い
て
紹
介
す
る
単
元
で
教
材
と
し
て
扱
う
難
し
さ

が
あ
る
。
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
百
人
一
首
」
の
歌
を
解
釈
す
る
場
合
に
、「
歌

わ
れ
た
時
代
本
来
の
こ
と
ば
に
立
ち
返
っ
て
解
釈
す
る
か
」、
そ
れ
と
も
、「
定
家
の

美
意
識
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
歌
の
世
界
を
重
視
す
る
か
」
と
い
う
立
場
の
違
い
を

意
識
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
歌
を
教
材
と
し
て
扱
う
際
の
「
学
習
で
の
留
意
点
」
と
し
て
、「
作
者
や

作
品
の
背
景
な
ど
の
視
点
に
つ
い
て
気
づ
か
せ
た
い
」
と
あ
る
の
は

⑼
　

、
注
意
を
払

う
べ
き
問
い
で
は
な
い
か
。
後
世
の
一
鑑
賞
者
で
あ
っ
た
定
家
の
読
み
を
の
み
「
正

解
」
と
し
て
紹
介
す
る
の
は
、「
作
品
の
背
景
」
で
あ
る
『
古
今
集
』
撰
者
た
ち
の
読

み
を
正
し
く
読
み
取
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

時
代
に
よ
る
解
釈
の
相
違
に
つ
い
て
授
業
で
述
べ
る
こ
と
は
、
指
導
計
画
に
お
け

る
時
間
的
制
約
を
勘
案
す
れ
ば
、
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し

か
し
、「
百
人
一
首
」
と
そ
の
も
と
と
な
っ
た
歌
集
に
お
け
る
解
釈
と
の
差
異
を
可
視

化
す
る
作
業
は
、
む
し
ろ
、「
百
人
一
首
」
の
教
材
と
し
て
の
新
た
な
利
用
法
と
な
り

得
る
も
の
と
考
え
る
。
小
町
の
歌
に
お
け
る
「
花
」
が
、
異
な
る
美
を
背
負
う
歌
の

こ
と
ば
と
し
て
我
々
の
眼
前
に
あ
る
の
を
知
っ
た
時
、『
古
今
集
』
の
編
者
の
一
人
で

あ
る
紀
貫
之
と
、「
百
人
一
首
」
の
定
家
と
の
間
の
三
〇
〇
年
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
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こ
と
の
意
味
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

母
利
司
朗
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る

⑽
　

。

　
 

…
…
同
じ
一
つ
の
和
歌
、
あ
る
い
は
そ
の
言
葉
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
に
お
い
て
は
、
ま
こ
と
に
自
由
自
在
、
種
種
多
様
に
解
釈
・
鑑
賞
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
今
日
の
参
考
書
等
で
見
か
け
る
い
わ
ゆ
る
模
範
的
な
解
釈
と
は
、

そ
の
先
人
の
積
み
重
ね
て
き
た
歴
史
的
な
解
釈
の
「
伝
統
」
の
な
か
の
一
つ
に

す
ぎ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
取
ら
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
古
典
指
導
に
関

わ
る
「
我
が
国
の
文
化
と
伝
統
」
の
意
味
合
い
の
一
つ
の
根
幹
な
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

中
学
生
に
対
す
る
授
業
の
場
で
、
複
数
の
説
が
存
在
す
る
こ
と
は
混
乱
を
生
じ
る

お
そ
れ
も
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
い
え
ば
、「
百
人
一
首
」
を
め
ぐ
る
和
歌
の
享
受
史

を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
千
年
以
上
脈
々
と
継
承
さ
れ
て
き
た
和
歌
の
流
動

性
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
機
会
と
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、

「
伝
統
文
化
」
と
し
て
継
承
さ
れ
、今
も
生
き
続
け
て
い
る
和
歌
の
本
来
の
姿
で
あ
る

こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

『
万
葉
集
』
や
『
古
今
集
』、『
新
古
今
集
』
な
ど
各
時
代
を
代
表
す
る
歌
集
と
そ
れ

ら
に
収
録
さ
れ
た
歌
々
は
、
互
い
に
没
交
渉
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
世
界
で
生
成
し
た

も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
教
科
書
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
三
大
歌
集
」
の

歌
は
、
単
に
現
代
の
我
々
と
の
間
の
み
線
で
結
ば
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。『
万
葉

集
』
と
『
古
今
集
』、
そ
し
て
、『
古
今
集
』
に
比
肩
す
る
歌
集
を
成
そ
う
と
す
る
情

熱
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
新
古
今
集
』
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
集
の
撰
者
た
ち

の
営
み
と
、
そ
れ
ら
を
享
受
し
、
読
み
解
い
て
き
た
後
世
の
人
々
の
存
在
を
関
連
づ

け
る
こ
と
を
通
し
て
、
平
面
的
で
な
い
、
各
時
代
に
生
き
た
こ
と
ば
と
し
て
、
和
歌

を
見
つ
め
る
契
機
と
な
る
。

現
在
ま
で
に
、「
百
人
一
首
」
を
授
業
に
採
り
上
げ
る
際
の
様
々
な
試
み
が
報
告
さ

れ
て
い
る
。
小
学
校
の
音
読
中
心
の
授
業
か
ら
、
古
典
文
法
を
ふ
ま
え
た
解
釈
を
扱

う
高
校
ま
で
、
多
彩
な
実
践
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
次
の
よ
う
な
懸
念
も
紹
介

さ
れ
て
い
る

⑾
　

。

　

 

…
…
百
人
一
首
は
娯
楽
に
終
始
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
古
語
・
文
法
・
表
現
・

口
語
訳
・
解
釈
・
鑑
賞
・
文
学
史
な
ど
に
つ
い
て
も
生
徒
は
学
ぶ
。
こ
れ
ら
の

学
習
を
企
図
す
る
と
き
、
多
く
の
教
師
た
ち
が
恐
れ
る
の
は
、「
楽
し
い
」
は
ず

の
百
人
一
首
が
、と
つ
ぜ
ん
「
難
し
い
」「
つ
ま
ら
な
い
」
も
の
へ
と
変
貌
す
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
百
人
一
首
の
娯
楽
性
を
利
用
し
て
せ
っ
か
く

高
め
た
、
生
徒
の
興
味
・
関
心
・
意
欲
が
、
た
ち
ま
ち
減
少
し
消
え
去
っ
て
し

ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
教
師
た
ち
は
「
楽
し
む
」
か
ら

「
学
ぶ
」
へ
の
接
続
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。

実
際
、「
百
人
一
首
」
に
は
多
種
多
様
の
楽
し
さ
を
引
き
出
す
授
業
が
行
わ
れ
て

い
る
。
音
読
や
群
読
の
楽
し
み
や
、カ
ル
タ
競
技
の
側
面
を
重
視
し
た
楽
し
み
方
も
、

も
ち
ろ
ん
有
益
で
あ
る
。
そ
し
て
、
和
歌
教
材
と
し
て
の
「
百
人
一
首
」
か
ら
「
学

ぶ
」
内
容
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
言
い
習
わ
さ
れ
て
き
た
知
識
の
伝
授
の
み
な
ら
ず
、

和
歌
成
立
時
か
ら
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
変
わ
っ
て
行
く
解
釈
や
主
題
に
つ
い
て

示
す
こ
と
も
で
き
る
。
近
世
の
成
果
も
含
め
た
形
で
材
料
と
し
て
提
示
し
、
各
自
考

え
て
も
ら
う
と
い
う
作
業
も
ま
た
、
楽
し
さ
の
一
つ
と
な
り
得
る
と
考
え
る
。
そ
れ

は
、
一
つ
一
つ
の
こ
と
ば
や
作
者
、
歌
集
の
あ
り
よ
う
な
ど
ヒ
ン
ト
を
読
み
解
き
、

歌
の
全
体
像
を
自
ら
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
室
を
そ
の
論
争
の
最

も
新
し
い
展
開
の
場
と
し
て
、
生
徒
間
の
考
え
方
を
交
換
す
る
と
い
う
機
会
が
あ
っ

て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
一
例
と
し
て
「
花
の
色
」
を
め
ぐ
る
解
釈
の
問
題
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
小

町
歌
の
初
句
を
漢
語
「
花
色
」
の
翻
訳
語
と
し
て
見
る
説
を
支
持
す
る
が
、
こ
れ
以

外
に
異
な
る
視
点
か
ら
解
釈
し
た
事
例
も
あ
る
。
実
は
、
こ
の
歌
は
『
小
町
集
』
で

は
冒
頭
歌
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
詞
書
は
「
花
を
眺
め
て
」
と
い
う
も
の
で
、

や
は
り
桜
と
い
う
限
定
は
な
い
）。
そ
し
て
、
初
句
「
花
の
色
」
に
つ
い
て
、「
変
わ

り
や
す
い
人
の
心
を
い
う
」「
花
が
色
あ
せ
た
こ
と
に
、人
（
男
）
の
心
変
わ
り
を
暗

示
す
る
」
と
い
う
説
が
あ
る

⑿
　

。
そ
の
根
拠
は
『
小
町
集
』
の
中
に
、

　

色
見
え
で
う
つ
ろ
ふ
物
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る

と
い
う
一
首
が
あ
り
、
こ
れ
と
照
応
す
る
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
歌
は

『
古
今
集
』
恋
五
（
巻
十
五
、
七
九
七
）
に
載
る
。
そ
の
前
に
読
人
し
ら
ず
の
、

　

世
の
中
の
人
の
心
は
花
染
め
の
移
ろ
ひ
や
す
き
色
に
ぞ
あ
り
け
る
（
七
九
五
）
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と
い
う
歌
が
あ
り
、「
人
の
心
は
…
…
移
ろ
ひ
や
す
き
色
」
で
あ
る
と
歌
っ
て
い
る
か

ら
、
七
九
七
歌
の
場
合
も
や
は
り
心
を
う
つ
ろ
う
色
に
喩
え
て
嘆
く
表
現
と
な
る
。

ど
の
よ
う
な
解
を
採
る
に
し
て
も
、
和
歌
が
詠
ま
れ
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
数
百
年

の
過
程
を
す
べ
て
捨
象
し
て
、
現
代
の
我
々
が
「
作
者
」
の
詠
ん
だ
美
と
直
接
つ
な

が
る
こ
と
が
容
易
に
で
き
る
と
過
信
す
る
の
は
危
う
い
。
考
え
る
た
め
の
材
料
を
提

供
す
る
こ
と
も
授
業
作
り
の
一
貫
と
し
て
の
価
値
を
認
め
得
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

最
後
に
、『
万
葉
集
』
を
始
め
と
す
る
古
典
籍
の
研
究
者
で
あ
る
小
川
靖
彦
氏
の
こ

と
ば
を
紹
介
し
た
い

⒀
　

。

　

 

…
…
『
萬
葉
集
』
に
限
ら
ず
、『
古
今
和
歌
集
』『
源
氏
物
語
』『
平
家
物
語
』『
奥

の
細
道
』、
さ
ら
に
は
近
現
代
の
小
説
や
詩
な
ど
、
文
学
作
品
は
音
楽
作
品
に

似
て
い
ま
す
。
音
楽
作
品
は
作
曲
家
が
創
作
し
た
も
の
で
す
が
、
演
奏
さ
れ
る

こ
と
で
初
め
て
姿
を
現
し
ま
す
。
演
奏
者
の
解
読
・
解
釈
に
よ
っ
て
、
同
じ
作

品
が
全
く
異
な
る
表
情
を
見
せ
ま
す
。
〝
唯
一
の
正
し
い
作
品
〞
が
ど
こ
か
に

抽
象
的
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
演
奏
が
「
作

品
」
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
演
奏
家
に
よ
る
創
作
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
作
者
は
作
曲
家
で
す
。

小
町
の
歌
を
名
曲
に
喩
え
る
な
ら
、
桜
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
す
る
の
は
、
定
家
の

解
釈
に
よ
る
演
奏
を
聴
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
百
人
一
首
」
は
卓
越
し

た
演
奏
家
で
あ
る
定
家
に
よ
る
魅
力
的
な
演
奏
曲
集
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
知
る
こ
と

を
通
し
て
、
歌
へ
の
興
味
が
生
ま
れ
、
よ
り
奥
深
い
和
歌
の
世
界
へ
の
扉
を
開
け
る

こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
経
験
で
あ
る
。
和
歌
教
材
と
し
て
「
百
人
一

首
」
を
扱
う
こ
と
の
最
大
の
意
義
は
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
定
家
以
外
の
演
奏
家
が
ど
の
よ
う
に
曲
を
解
釈
し
た
の
か
、
相
対
化
し

て
学
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、『
古
今
集
』
の
特
色
を
「
た
お
や
め
ぶ

り
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
総
括
す
る
の
も
ま
た
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
で
あ
る
賀

茂
真
淵
に
よ
る
「
演
奏
」
の
一
種
で
あ
り
、絶
対
的
な
見
方
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

日
本
の
和
歌
の
歴
史
の
中
で
現
れ
た
優
れ
た
演
奏
家
た
ち

0

0

0

0

0

の
事
績
を
学
ぶ
こ
と

と
同
時
に
、
歌
の
作
り
手
が
歌
を
生
み
出
し
た
時
代
背
景
や
、
作
歌
当
時
ど
の
よ
う

な
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
た
か
、
こ
と
ば
一
つ
一
つ
に
こ
め
ら
れ
た
細
や
か
な
情
感
を

知
ろ
う
と
す
る
営
み
も
ま
た
、
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
校
種
に

応
じ
た
授
業
に
お
け
る
作
業
を
通
じ
て
、「
百
人
一
首
」
が
新
た
な
歌
の
魅
力
へ
の
気

づ
き
を
促
す
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

【
注
】

⑴ 

『
契
沖
全
集　

第
八
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
。

⑵ 

『
古
今
集
の
桜
と
紅
葉
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
。
初
版
二
〇
〇
八
。「『
春
歌
上
』『
春
歌

下
』
の
桜
の
歌
」。
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。

⑶ 

こ
の
書
は
、
一
二
〇
九
年
に
鎌
倉
に
い
る
源
実
朝
の
た
め
に
定
家
が
作
歌
の
心
得
な
ど
を

記
し
贈
っ
た
の
が
原
型
と
さ
れ
て
い
る
が
、
後
に
改
選
し
た
本
（
定
家
自
筆
本
系
統
）
が

あ
り
、
両
者
は
秀
歌
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
歌
が
異
な
っ
て
い
る
。
小
町
の
歌
が
秀
歌
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
改
選
さ
れ
た
方
で
あ
る
と
い
う
（
藤
平
春
男
氏
「
近
代
秀
歌
解

題
」〈『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

歌
論
集
』
小
学
館
、
二
〇
〇
二
〉
に
よ
る
）。

⑷ 

　

当
該
歌
は
、「
小
町
の
代
表
作
で
あ
る
が
、
俊
成
の
こ
ろ
ま
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
な
く
、

定
家
の
こ
ろ
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」（『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
脚
注
）
ら
し

い
。
定
家
の
父
・
藤
原
俊
成
の
著
書
『
古
来
風
体
抄
』
を
参
照
す
る
に
、
小
町
の
歌
と
し

て
は
恋
の
歌
、

　
　
　
　

思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
覚
め
ざ
ら
ま
し
を

（『
古
今
集
』
五
五
二
）

　
　

を
採
録
す
る
一
方
で
、「
花
の
色
は
」
の
歌
を
選
ん
で
い
な
い
。

　
　
　

ま
た
、
顕
昭
が
『
古
今
集
』
の
和
歌
の
注
釈
を
し
、
さ
ら
に
定
家
が
自
ら
の
考
え
を
書

き
加
え
た
「
顕
註
密
勘
抄
」
で
は
、『
古
今
集
』
春
下
巻
の
六
六
首
の
う
ち
一
八
首
に
注

を
付
す
も
の
の
、
こ
の
一
首
は
選
ば
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
恋
二
の
六
四
首
の

う
ち
か
ら
選
ん
だ
一
三
首
の
中
に
、
小
町
の
、

　
　
　
　

い
と
せ
め
て
恋
し
き
時
は
む
ば
た
ま
の
よ
る
の
衣
を
か
へ
し
て
ぞ
き
る
（
五
五
四
）

　
　

が
選
ば
れ
て
い
る
。
恋
三
で
は
、
六
六
首
中
二
四
首
に
注
を
付
す
内
、
三
首
が
小
町
歌
で

あ
る
。

　
　
　

定
家
以
前
の
歌
論
書
に
お
い
て
、
小
町
と
い
え
ば
恋
の
歌
で
も
っ
て
代
表
さ
れ
る
歌
人

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
『
古
今
集
』
仮
名
序
に
「
古
の
衣
通
姫
の
流
な
り
。
あ
は
れ
な
る
や
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う
に
て
、
つ
よ
か
ら
ず
」
と
い
う
評
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
（
仮
名
序
の
古
注
が
小
町

の
代
表
歌
と
し
て
引
用
す
る
の
は
「
思
ひ
つ
つ
」〈
五
二
二
〉、
色
見
え
で
う
つ
ろ
ふ
も
の

は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る
〈
巻
十
五
・
恋
五
、
七
九
七
〉
わ
び
ぬ
れ
ば
身

を
う
き
草
の
根
を
絶
え
て
誘
ふ
水
あ
ら
ば
い
な
む
と
ぞ
思
ふ
〈
巻
十
八
・
雑
歌
下
、
九
三

八
〉）。

　
　
　

そ
れ
に
対
し
て
、
定
家
は
『
古
今
集
』
の
春
の
下
の
巻
か
ら
、「
花
の
色
は
」
の
一
首

を
秀
歌
と
し
て
選
ぶ
。
定
家
が
恋
歌
を
忌
避
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、「
百
人

一
首
」
の
中
に
恋
の
部
か
ら
選
ば
れ
た
歌
が
四
三
首
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
で

き
る
が
、『
近
代
秀
歌
』
の
序
文
に
歌
の
名
手
の
一
人
と
し
て
小
町
の
名
を
挙
げ
て
評
価

し
つ
つ
、
そ
れ
は
恋
の
歌
で
は
な
か
っ
た
。

⑸ 

「『
百
人
一
首
』
へ
、そ
し
て
『
百
人
一
首
』
を
越
え
て
―
案
内
を
兼
ね
て
」『
国
文
学　

解

釈
と
教
材
の
研
究
』
第
五
十
二
巻
第
十
六
号
、
學
燈
社
。
二
〇
〇
七
）

⑹ 

引
用
は
『
新
釈
漢
文
大
系　

玉
台
新
詠
（
下
）』（
明
治
書
院
、
一
九
八
三
。
初
版
一
九
七

五
）
に
よ
る
が
、
訓
は
小
島
氏
の
も
の
に
従
う
。

⑺ 

引
用
は
『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
（
下
）』（
中
華
書
局
出
版
、
一
九
八
三
）
に
よ
る
が
、

訓
は
小
島
氏
の
も
の
に
従
う
。

⑻ 

「
古
典
指
導
に
お
け
る
〈
伝
統
〉
の
と
ら
え
か
た
―
中
学
校
国
語
科
の
場
合
―
」（「
岐
阜

大
学
教
育
学
部
研
究
報
告　

人
文
科
学
」
第
四
二
巻
第
一
号
、
一
九
九
三
、
一
二
）

⑼ 

前
掲
『
中
学
国
語
』
指
導
書
。（
三
省
堂
）

⑽ 

注
8
に
同
じ
。

⑾ 

二
田
貴
広
氏「
教
育
の
場
で
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
か
」（『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』

第
五
十
二
巻
第
十
六
号
、
學
燈
社
。
二
〇
〇
七
）

⑿ 

室
城
秀
之
氏
「
小
町
集
」（『
和
歌
文
学
大
系
』
明
治
書
院
、
一
九
九
八
）　

⒀ 

「
萬
葉
写
本
学
へ
の
招
待
―
文
学
作
品
に
お
け
る
本
文
と
は
何
か
」『
萬
葉
写
本
学
入
門
』

（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六
）

【
参
考
文
献
】

菊
川
恵
三
氏
、
中
井
萌
氏
「
手
作
り
百
人
一
首
カ
ル
タ
『
セ
レ
ク
ト
20
』
の
実
践
研
究
―
ふ
じ

と
台
小
学
校
・
石
垣
中
学
の
実
験
授
業
か
ら
―
」  

「
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
総

合
セ
ン
タ
ー
紀
要
」
二
四
号
（
二
〇
一
四
・
九
） 

鈴
木
宏
子
氏
『
古
今
和
歌
集
表
現
論
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
）

武
久
康
高
氏
「
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
和
歌
学
習
の
展
開
」「
高
知
大
学
教

育
実
践
研
究
」
第
二
五
号
（
二
〇
一
一
・
三
）「
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け

る
和
歌
学
習
の
展
開
（
2
）
―
小
学
校
実
践
篇
」「
高
知
大
学
教
育
実
践
研
究
」
第
二
六

号
（
二
〇
一
二
・
三
）「〝〈
作
者
〉
の
「
心
」
と
出
会
う
〞
中
学
校
和
歌
教
材
試
案
―
小

学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
和
歌
学
習
の
展
開
（
3
）
―
」「
論
叢
国
語
教
育

学
」
8
、
二
〇
一
二
・
七
）

＊
本
稿
に
お
け
る
和
歌
等
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
場
合
、『
日
本
古
典
文
学
全

集
』（
小
学
館
）
に
拠
っ
た
。


