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一

　
（
論　

文
）

〈
要
　
約
〉

　

平
安
後
期
成
立
の
百
首
歌
『
為
忠
家
後
度
百
首
』
の
行
事
題
詠
に
お
け
る
、
故
事
・
古
礼
・
起
源
を
詠
む
と
い
う
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
た
。

　
本
百
首
に
は
、
①
様
々
な
文
献
に
典
拠
を
求
め
、
行
事
に
ま
つ
わ
る
故
事
や
、
行
事
の
古
礼
や
起
源
を
意
識
的
に
詠
む
、
②
「
い
に
し
へ
」
な
ど
の
漠
然
と
し

た
表
現
で
は
な
く
、「
占
手
」「
白
き
麻
の
紙
」「
吉
野
の
宮
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
、
古
礼
・
始
原
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
か
つ
明
確
に
示
す
、
③
近
い
過
去
で

は
な
く
遙
か
に
遡
っ
た
時
代
の
行
事
の
在
り
方
を
、
時
に
推
測
に
基
づ
き
な
が
ら
詠
む
、
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
一
方
、
後
代
の
『
六
百
番
歌
合
』
や
『
正
治
二

年
院
第
二
度
百
首
（
正
治
後
度
百
首
）』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
聖
代
へ
の
憧
憬
や
復
古
の
思
想
は
読
み
取
れ
な
い
。

　
そ
う
し
た
特
色
の
生
ま
れ
た
要
因
と
し
て
、
①
年
中
行
事
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
時
代
背
景
、
②
行
事
題
に
お
い
て
古
礼
や
起
源
を
詠
む
こ
と
は
原
初
的

な
題
詠
方
法
と
言
え
る
こ
と
、
③
漢
詩
文
の
影
響
、
④
行
事
次
第
に
対
す
る
歌
学
的
関
心
と
い
う
四
点
が
指
摘
で
き
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　

院
政
期
和
歌
・
百
首
歌
・『
為
忠
家
後
度
百
首
』・
行
事
題
・
題
詠

家
　
永
　
香
　
織

『
為
忠
家
後
度
百
首
』
の
行
事
題
詠
│
故
事
・
古
礼
・
起
源
を
詠
む
歌
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二

は
じ
め
に

『
為
忠
家
後
度
百
首
』（
以
下
、『
後
度
百
首
』
と
略
称
す
る
）
は
、藤
原
為
忠
が
『
為

忠
家
初
度
百
首
』
に
続
い
て
主
催
し
た
二
度
目
の
百
題
百
首
で
、
為
忠
と
三
人
の
子

息
（
為
業
・
為
盛
・
為
経
）、
藤
原
親
隆
、
同
顕
広
（
後
の
俊
成
）、
源
仲
正
・
頼
政

父
子
と
い
っ
た
一
族
知
友
八
人
を
作
者
と
す
る
私
的
な
催
し
で
あ
る
。
成
立
は
長
承

三
年
（
一
一
三
四
）
末
か
ら
翌
保
延
元
年
頃
と
見
ら
れ
る
。

　

為
忠
に
よ
る
二
度
の
百
首
は
、
い
ず
れ
も
設
題
に
特
徴
が
あ
り
、
本
稿
で
検
討
対

象
と
す
る
『
後
度
百
首
』
雑
部
は
行
事
・
遊
戯
関
連
の
歌
題
十
五
題
か
ら
成
る
。

十
五
の
歌
題
は
、
以
下
に
整
理
し
た
よ
う
に
、
雑
部
の
中
に
更
に
四
季
・
雑
部
を
有

す
る
か
の
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

春
│
卯
杖
・
蹴
鞠
・
闘
鶏 

夏
│
神
祭
・
賀
茂
祭
・
騎
射　

　

秋
│
乞
巧
奠
・
相
撲
節
・
小
鷹
狩 

冬
│
射
場
始
・
五
節
・
臨
時
祭

　

雑
│
庚
申
・
競
馬
・
囲
碁

　

こ
れ
ほ
ど
の
数
の
行
事
題（

１
）が

一
度
に
出
題
さ
れ
た
こ
と
は
和
歌
史
上
初
と
思
わ

れ
、
十
五
題
中
十
題
は
先
行
例
が
見
出
せ
な
い
。
本
意
の
確
立
し
て
い
な
い
歌
題
が

多
い
と
い
う
事
象
は
、
各
々
の
歌
題
の
詠
出
方
法
に
も
作
用
し
、
当
百
首
の
行
事
題

詠
の
詠
み
方
に
は
顕
著
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
第
一
に
行
事
次
第
を
具
体
的
写
実
的

に
描
写
す
る
、
第
二
に
行
事
に
関
わ
る
故
事
・
古
礼
・
起
源
を
詠
む
、
と
い
う
特
徴

で
あ
る
。
第
一
に
つ
い
て
は
、
既
に
考
察
を
行
っ
た

（
２
）。

本
稿
で
は
第
二
の
特
徴
に
つ

い
て
論
じ
た
い

（
３
）。

一
　
故
事
・
伝
承
を
詠
む

　

ま
ず
最
初
に
、
歌
題
と
さ
れ
た
行
事
に
関
連
す
る
故
事
や
伝
承
を
詠
ん
だ
歌
か
ら

見
て
い
こ
う
。『
後
度
百
首
』
の
行
事
題
で
は
様
々
な
故
事
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、

和
歌
に
お
い
て
多
数
の
先
行
例
が
あ
る
よ
う
な
著
名
な
も
の
は
多
く
な
い
。
中
で

は
、
次
に
あ
げ
る
い
わ
ゆ
る
爛
柯
の
故
事（

４
）が

最
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う

か（
５
）。

①
や
ま
び
と
の
を
の
ゝ
え
く
ち
し
い
に
し
へ
も　

か
く
お
も
し
ろ
き
て
を
や
め

で
け
ん 

（
囲
碁
・
七
九
一
・
為
忠
）

②
い
に
し
へ
の
を
の
ゝ
え
く
ち
し
こ
と
わ
ざ
に　

け
ふ
も
こ
ゝ
ろ
を
う
ち
つ
く

し
つ
る 

（
同
・
七
九
二
・
親
隆
）

『
述
異
記
』
な
ど
に
見
え
る
爛
柯
の
故
事
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
記
さ
れ
る
ほ
か
、

囲
碁
に
関
わ
る
和
歌
に
詠
ま
れ
た
先
行
例
が
あ
る
。

　
　

 

つ
く
し
に
侍
り
け
る
時
に
ま
か
り
か
よ
ひ
つ
つ
ご
う
ち
け
る
人
の
も

と
に
、
京
に
か
へ
り
ま
う
で
き
て
つ
か
は
し
け
る

 

き
の
と
も
の
り

ａ 

ふ
る
さ
と
は
見
し
ご
と
も
あ
ら
ず
を
の
の
え
の　

く
ち
し
所
ぞ
こ
ひ
し
か

り
け
る 

（
古
今
集
・
雑
下
・
九
九
一
）

　
　

ご
う
ち
た
る
に

ｂ 
を
の
の
え
の
く
つ
ば
か
り
に
は
あ
ら
ね
ど
も　

か
へ
り
み
だ
に
も
み
る
人

の
な
さ 

（
伊
勢
集
・
一
七
四
）

　

実
際
に
囲
碁
を
打
っ
て
い
る
状
況
で
詠
ま
れ
た
こ
れ
ら
の
和
歌
の
ほ
か
、
漢
詩
に
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三

で
あ
ろ
う
。

⑦
お
も
ふ
こ
と
か
な
ひ
や
す
る
と
み
と
せ
ま
で　

ほ
し
あ
ひ
の
そ
ら
を
ま
つ
り

つ
る
か
な 

（
乞
巧
奠
・
七
三
三
・
為
経
）

　

こ
れ
は
中
国
由
来
の
伝
承
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。『
年
中
行
事
秘
抄
』
に
見
え
る

中
国
唐
代
の
書
『
金
谷
園
記
』
か
ら
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
七
月
七
日
に
一
つ
の
こ
と

を
願
え
ば
三
年
で
叶
う
と
い
う）

13
（

。
⑦
の
上
句
は
こ
の
伝
承
を
背
景
と
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
但
し
、『
年
中
行
事
秘
抄
』
は
後
代
の
書
で
あ
り
、
為
経
が
拠
っ
た
資
料
は
未

詳
で
あ
る
。

⑧
あ
や
め
ふ
く
さ
つ
き
の
ゆ
み
を
い
に
し
へ
は　

な
が
ら
の
も
り
へ
み
に
ぞ
ゆ

き
け
る 

（
騎
射
・
七
二
二
・
仲
正
）

　

第
三
句
以
下
は
、
長
柄
社
で
「
馬う

ま

的ゆ
み

」
が
行
わ
れ
た
と
い
う
『
日
本
書
紀
』（
天

武
天
皇
九
年
）
の
記
事
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る）

14
（

。
天
智
七
年
（
六
六
八
）
及
び
八
年

五
月
五
日
に
は
天
皇
を
中
心
と
し
た
狩
猟
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
五
月
五
日
の
騎
射

が
恒
例
化
す
る
の
は
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る）

15
（

。
お
そ
ら
く
仲
正
は
、
宮
中
儀

礼
と
し
て
確
立
す
る
前
段
階
の
騎
射
に
思
い
を
馳
せ
る
と
い
う
意
図
で
長
柄
杜
の

「
馬
的
」
を
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　

③
か
ら
⑧
ま
で
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
ず
、
⑥
の
孔
子
の
逸
話
を
除
け
ば

和
歌
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
故
事
や
伝
承
を
詠
ん
だ
例
で
あ
っ
た
。
闘

鶏
・
乞
巧
奠
・
騎
射
は
、
現
在
知
ら
れ
る
範
囲
で
は
初
め
て
歌
題
化
さ
れ
た
行
事
で

あ
り
、
庚
申
も
歌
題
と
な
っ
た
例
は
稀
で
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
隠
題
と
し
て
詠
ま

れ
る
。
本
意
の
確
立
し
て
い
な
い
歌
題
を
詠
む
に
あ
た
り
、
作
者
た
ち
が
行
事
に
ま

つ
わ
る
故
事
を
博
捜
し
て
い
る
様
が
看
取
で
き
よ
う
。

も
用
例
が
あ
り

（
６
）、「

囲
碁
」
題
で
爛
柯
の
故
事
を
詠
む
方
法
は
、
定
石
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
珍
し
い
故
事
を
詠
ん
だ
例
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

③
か
ら
し
ふ
く
こ
が
ね
う
つ
ぢ
の
は
ね
お
も
に　

か
ち
ふ
せ
ご
を
も
つ
き
て
け

る
か
な 

（
闘
鶏
・
六
九
六
・
親
隆
）

④
お
ぼ
つ
か
な
い
づ
れ
の
と
り
か
か
け
に
け
ん　

あ
こ
ね

（
７
）の

か
ね
と
は
ね
の
か

ら
し
と 

（
同
・
七
〇
一
・
為
経
）

　

傍
線
部
は
、
魯
の
季
平
子
と

昭
伯
が
闘
鶏
を
行
っ
た
際
、
季
平
子
は
鶏
の
羽
に

辛
子
を
塗
り
、
昭
伯
は
鶏
の
蹴
爪
（
距

あ
ご
え

と
も
言
う
）
に
金
具
を
か
ぶ
せ
た
と
い
う
、

『
左
子
伝
』（
昭
公
二
十
五
年
）
に
見
え
る
故
事
に
基
づ
く

（
８
）。

⑤
を
し
へ
を

（
お
）

き
て
せ
き
よ
り
に
し
に
の
が
れ
に
し　

あ
と
た
づ
ぬ
と
て
よ
を
あ

か
し
つ
る 
（
庚
申
・
七
七
七
・
顕
広
）

『
史
記
』（
列
伝
・
老
子
伝
）
に
記
さ
れ
る
老
子
出
関
の
逸
話（

９
）に

基
づ
く
歌
で
あ
る
。

庚
申
は
道
教
の
説
く
「
三
尸
説

）
10
（

」
に
由
来
す
る
た
め
、「
庚
申
」
題
で
老
子
の
逸
話

が
詠
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑥
う
ま
を
う
し
と
い
ひ
け
る
ひ
と
ゝ
と
も
な
ひ
て　

と
ら
の
と
き
ま
で
よ
ぞ
と

ほ
し
つ
る 

（
庚
申
・
七
七
八
・
仲
正
）

　

こ
の
歌
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
記
載
さ
れ
た
逸
話

）
11
（

を
下
敷
き
に
し
て
お
り
、「
馬
を

牛
と
い
ひ
け
る
人
」
と
は
孔
子
を
指
す
。
老
子
の
逸
話
が
詠
ま
れ
て
い
た
⑤
に
対
し

て
、
こ
ち
ら
は
孔
子
の
逸
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
由
来
は
未
詳
で
あ
る
が
、『
水

左
記
』（
永
保
元
年
二
月
三
日
条

）
12
（

）
な
ど
に
よ
り
、
庚
申
の
日
に
は
孔
子
影
供
が
行

わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
仲
正
は
、
庚
申
に
縁
の
あ
る
孔
子
の
逸
話
を

取
り
入
れ
、「
馬
」「
牛
」「
寅
（
虎
）」
と
動
物
尽
く
し
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
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四

月
十
五
日
条
）
他
に
、
打
攤
を
「
擲
采
之
戯
」
と
称
し
た
文
言
が
あ
り
、
こ
れ
を
和

歌
に
ふ
さ
わ
し
く
「
采
戯
れ
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
種
々
の
文
献
に
よ
り
、
打

攤
で
は
紙
が
賭
物
と
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、初
句
の「
し
ろ
ひ
」

は
「
し
ろ
き
」
の
誤
り
で
、「
し
ろ
き
あ
さ
の
か
み
」
は
攤
の
賭
物
と
し
て
の
白
麻

紙
を
意
味
す
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う）

17
（

。

　

そ
れ
で
は
、
攤
の
賭
物
に
白
麻
紙
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
実
際
に
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
平
安
時
代
の
記
録
類
に
お
い
て
攤
の
賭
物
の
紙
の
種
類
が
明
記
さ
れ
た
例

を
幾
つ
か
あ
げ
て
み
る
。

　

ａ
数
献
後
置
紙
、
公

（
×
有
）

紙
甚
依
下
品
、
給
陸
奥
紙
、
上
達
・

〔
部
脱
〕殿

上
人
有
攤
事
（『
御

堂
関
白
記
』
寛
弘
六
年
十
二
月
二
日
条
裏
書
）

　

ｂ
攤
紙
置
色
々
薄
様
、
例
事
也
（『
御
産
部
類
記
』
所
引
『
為
房
卿
記
』
康
和
五

年
正
月
二
十
四
日
条
）

　

ｃ
献
碁
手
帋
〈
公
卿
居
高
坏
、
加
白
薄
様
〉（『
永
昌
記
（
為
隆
卿
記
）』
天
治
元

年
六
月
一
日
条
）

　

ｄ
供
御
料
紙
〈
別
納
所
調
進
之
、
薄
様
五
帖
・
上
紙
廿
帖
、
積
折
敷
、
以
白
組
糸

結
之
、
居
土
高
坏
〉（『
兵
範
記
』
仁
安
二
年
正
月
四
日
条
）

　

合
わ
せ
て
、『
宇
津
保
物
語
』（
あ
て
宮
）
の
庚
申
の
場
面
も
見
て
お
き
た
い
。

　

ｅ
碁
手
に
、
銭
三
十
貫
、
紙
、
筆
、
机
に
積
み
て
、
色
々
の
色
紙
積
み
て
十
高
坏
、

蘇
枋
の
机
に
、
壇
の
紙
、
青
紙
、
松
紙
、
筆
な
ど
積
み
て
、
碁
手
に
し
た
り
。

　

ｆ
碁
手
に
銭
二
十
貫
出
だ
し
た
ま
へ
り
。
な
ま
め
き
て
し
た
ま
へ
り
。
青
き
透
箱

に
、
陸
奥
国
紙
、
青
紙
な
ど
積
み
て
出
だ
し
た
ま
へ
り
。

　

ｅ
は
、
あ
て
宮
が
庚
申
に
あ
た
り
殿
上
の
間
に
贈
っ
た
物
、
ｆ
は
兼
雅
の
大
君
が

同
じ
く
殿
上
の
間
に
贈
っ
た
物
を
示
す
。「
碁
手
」
と
は
本
来
は
囲
碁
の
賭
物
で
あ

二
　
故
実
・
古
礼
を
詠
む

　

続
い
て
、
歌
題
と
な
っ
た
行
事
に
関
わ
る
故
実
や
古
礼
を
詠
ん
だ
例
を
検
討
し
た

い
。
ま
ず
は
、「
相
撲
節
」
題
の
二
首
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
。

①
い
つ
し
か
と
う
ら
て
に
い
で
ゝ
う
て
ぬ
れ
ば　

は
づ
か
し
げ
な
る
ゆ
ふ
が
ほ

の
は
な 

（
相
撲
節
・
七
四
〇
・
為
盛
）

②
と
り
も
の
に
か
ほ
は
か
く
れ
て
み
え
わ
か
ず　

い
づ
る
う
ら
て
は
た
れ
に
か

あ
る
ら
ん 

（
同
・
七
四
一
・
頼
政
）

　

相
撲
節
は
、
八
世
紀
に
七
月
七
日
の
宮
廷
行
事
と
し
て
慣
例
化
し
、
計
二
十
番
の

取
組
は
一
番
が
占
手
、二
番
が
垂
髪
、三
番
が
総
角
、四
番
以
降
は
普
通
の
相
撲
人
、

最
後
が
最
手
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
九
世
紀
末
以
降
、
相
撲
節
の
形
式
は
変

化
し
、
占
手
相
撲
は
省
略
さ
れ
相
撲
人
の
み
で
の
十
七
番
の
取
組
と
な
っ
て
い
た）

16
（

。

『
後
度
百
首
』
成
立
時
に
は
相
撲
節
自
体
が
断
絶
し
て
い
た
の
だ
が
、
為
盛
と
頼
政

は
、
九
世
紀
末
に
変
容
す
る
以
前
の
、
本
来
の
相
撲
節
の
様
を
想
像
し
て
詠
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
特
徴
と
言
え
る
。

　

こ
う
し
た
儀
式
本
来
の
在
り
方
、
古
礼
・
古
態
を
詠
ん
だ
例
を
、
他
に
も
取
り
上

げ
て
み
よ
う
。

③
し
ろ
ひ
あ
さ
の
か
み
つ
み
あ
ぐ
る
こ
よ
ひ
こ
そ　

さ
ひ

（
い
）

た
は
ぶ
れ
の
ね
で
あ

か
し
つ
れ 

（
庚
申
・
七
七
六
・
親
隆
）

　

第
四
句
の
「
さ
い
た
は
ぶ
れ
」
は
「
采
戯
れ
」
で
あ
り
、
攤
を
打
つ
意
と
思
わ
れ

る
。
攤
と
は
、
筒
に
入
れ
た
采
を
振
り
出
し
て
出
た
目
の
多
寡
を
競
う
遊
戯
で
、
庚

申
・
産
養
・
移
徙
の
折
に
よ
く
行
わ
れ
た
。『
新
儀
式
』・『
小
右
記
』（
寛
弘
五
年
九
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五

攤
が
行
わ
れ
た
。

　

・
現
在
は
ほ
と
ん
ど
製
作
さ
れ
て
い
な
い
が
、
か
つ
て
は
白
麻
紙
が
使
用
さ
れ
て

い
た
。

　

こ
の
二
点
の
認
識
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
庚
申
の
打
攤
が
恒
例
と
な
っ
た

初
期
の
様
相
が
描
け
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う）

20
（

。
つ
ま
り
、
自
己
の
知
識
を
総
動
員

し
つ
つ
、
庚
申
の
古
礼
を
詠
も
う
と
し
た
の
が
③
の
歌
な
の
で
あ
る
。

　

①
か
ら
③
の
例
に
よ
り
、
作
者
た
ち
が
故
実
・
古
礼
を
詠
む
こ
と
を
積
極
的
に
志

向
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
事
実
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
次
の
歌
を
検

討
し
た
い
。

④
ひ
か
げ
ぐ
さ
は
な
の
い
ろ
〳
〵
む
す
び
も
て　

は
つ
う
の
つ
ゑ
を
い
は
ひ
つ

け
つ
る 

（
卯
杖
・
六
八
〇
・
親
隆
）

　

卯
杖
は
、
邪
気
を
払
う
も
の
と
し
て
正
月
上
卯
の
日
に
大
学
寮
や
諸
衛
府
か
ら
天

皇
・
后
・
東
宮
ら
に
献
上
さ
れ
、
ま
た
一
般
に
も
贈
答
さ
れ
た
。
桃
・
椿
・
柏
・
梅

な
ど
の
木
を
五
尺
三
寸
に
切
り
、
何
本
か
ず
つ
束
と
し
た
も
の
で
あ
る）

21
（

。
④
に
お
い

て
親
隆
は
、
ひ
か
げ
草
な
ど
様
々
な
花
を
結
び
付
け
た
と
詠
ん
で
い
る
が
、
卯
杖
に

つ
い
て
詳
述
す
る
『
延
喜
式
』『
西
宮
記
』『
江
家
次
第
』
な
ど
を
参
照
し
て
も
、
卯

杖
に
花
を
飾
っ
た
例
は
知
ら
れ
な
い
。
一
方
、
同
じ
日
に
同
じ
目
的
で
献
上
・
贈
答

さ
れ
る
も
の
と
し
て
卯
槌
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
桃
の
木
を
用
い
て
角
柱
ま
た
は
円
筒

状
に
し
た
も
の
に
五
色
の
糸
を
垂
ら
す
。『
枕
草
子
』
と
『
源
氏
物
語
』
か
ら
参
考

と
な
る
記
述
を
引
い
て
み
よ
う
。

五
寸
ば
か
り
な
る
卯
槌
ふ
た
つ
を
、
卯
杖
の
さ
ま
に
、
頭
な
ど
を
つ
ゝ
み
て
、

山
橘
、
ひ
か
げ
、
山
す
げ
な
ど
う
つ
く
し
げ
に
か
ざ
り
て

 

（『
枕
草
子
』
八
三
段
）

る
が
、
禄
と
し
て
配
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
攤
の
賭
物
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
庚
申
に
攤
を
打
つ
様
も
描
か
れ
る
が
、
ｅ
・
ｆ
に
示
し
た
紙

類
は
直
接
に
打
攤
の
賭
物
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
碁
手
と
い

う
名
目
で
贈
ら
れ
た
紙
の
種
類
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
文
献
、
特
に
ｂ
に
「
薄
様
」「
例
事
」
と
あ
る
の
に
注
目
す
れ
ば
、
平

安
中
期
以
降
は
薄
様
を
用
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
か）

18
（

。
麻
紙
を
用

い
た
例
は
、
全
く
見
出
せ
て
い
な
い
。

　

そ
も
そ
も
麻
紙
が
盛
ん
に
作
ら
れ
た
の
は
主
に
奈
良
時
代
で
あ
り
、『
延
喜
式
』

に
よ
れ
ば
、
当
時
ま
だ
麻
紙
が
製
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
次
第
に
廃
れ
て

ゆ
く
。
一
方
、
攤
の
実
施
を
示
す
最
古
の
例
は
、『
大
鏡
』（
第
三
巻
・
師
輔
）
に
お

け
る
天
暦
三
、四
年
頃
の
庚
申
の
記
事
や
、『
新
儀
式
』（
四
・
御
庚
申
事
）
で
あ
り
、

平
安
初
期
の
実
施
例
は
知
ら
れ
な
い
。
し
か
も
打
攤
の
賭
物
は
、
は
じ
め
は
紙
で
は

な
く
銭
で
あ
っ
た
ら
し
い
。『
西
宮
記
』（
御
庚
申
）
に
「
置
御
料
銭
供
御
菓
子
、
有

仰
有
集
攤
〈
打
高

者
候
御
前
、
最
後
打
高
目
者
取
銭
、
打
破
時
又
始
打
也
〉」
と

あ
る
こ
と
か
ら
そ
れ
が
わ
か
る
。
麻
紙
と
攤
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
勘
案
す
る
と
、
攤

の
賭
物
と
し
て
白
麻
紙
が
使
用
さ
れ
る
の
が
通
例
だ
っ
た
可
能
性
は
高
く
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
。

　

更
に
言
え
ば
、
平
安
中
期
に
守
庚
申
の
内
容
に
変
容
が
生
じ
、
庚
申
の
打
攤
の
例

は
記
録
に
見
ら
れ
な
く
な
り
、詩
歌
会
が
中
心
と
な
る
。『
後
度
百
首
』
成
立
当
時
、

既
に
庚
申
の
打
攤
自
体
あ
ま
り
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る）

19
（

。

　

お
そ
ら
く
③
歌
の
作
者
親
隆
に
は
、
攤
の
賭
物
が
は
じ
め
銭
で
あ
っ
た
と
い
う
知

識
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

・
現
在
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
か
つ
て
は
庚
申
に
紙
を
賭
物
と
し
て
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六

③
い
か
に
し
て
ひ
か
げ
の
い
と
を
と
り
そ
へ
て　

ち
と
せ
の
う
づ
ゑ
た
て
そ
め

て
け
ん 

（
同
・
六
八
四
・
為
盛
）

　

こ
れ
ら
三
首
は
「
卯
杖
」
題
の
歌
で
あ
る
。『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
よ
れ
ば
、

伊
勢
神
宮
で
も
卯
杖
が
作
ら
れ
神
前
に
供
え
ら
れ
て
お
り
、
①
の
第
五
句
「
か
す
の

み
や
つ
ゑ
」
は
、お
そ
ら
く
「
か
み
の
み
や
つ
こ
（
神
の
御
奴
）」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。

①
か
ら
③
は
、
い
ず
れ
も
「
…
…
そ
め
て
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
卯
杖
が
初
め
て

作
ら
れ
た
時
点
を
想
起
し
、
そ
の
後
の
悠
久
の
時
間
を
詠
ん
で
い
る
。
卯
杖
は
悪
鬼

を
払
う
も
の
、
す
な
わ
ち
長
寿
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
詠
み
方

が
さ
れ
る
の
は
ご
く
自
然
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
行
事
の
起
源
に
思
い

を
馳
せ
る
歌
は
、
他
の
歌
題
に
も
見
ら
れ
る
。

④
く
も
の
う
へ
に
い
つ
た
び
ふ
り
し
そ
で
を
み
て　

よ
し
の
ゝ
み
や
の
こ
と
を

し
ぞ
お
も
ふ 

（
五
節
・
七
六
五
・
為
経
）

⑤
い
り
ひ
さ
す
よ
し
の
ゝ
み
や
の
こ
と
の
ね
に　

そ
で
ふ
り
そ
め
し
あ
ま
つ
お

（
を
）

と
め
ご 

（
同
・
七
六
六
・
頼
政
）

　

こ
の
二
首
は
、
吉
野
宮
で
神
女
が
袖
を
五
回
翻
し
て
舞
っ
た
の
が
五
節
の
起
源
で

あ
る
と
い
う
『
江
家
次
第
』（
巻
十
・
五
節
帳
台
試
）
に
見
え
る
起
源
説

）
22
（

を
典
拠
と
し

て
詠
ま
れ
て
い
る
。

「
五
節
」
は
『
永
久
百
首
』
の
歌
題
の
一
つ
で
あ
り
、
五
節
の
折
に
詠
ま
れ
た
歌
は

「
あ
ま
つ
か
ぜ
雲
の
か
よ
ひ
ぢ
吹
き
と
ぢ
よ　

を
と
め
の
す
が
た
し
ば
し
と
ど
め

む
」（
古
今
集
・
雑
上
・
八
七
二
・
良
岑
宗
貞
）
を
は
じ
め
と
し
て
夥
し
い
数
に
上
る
。

し
か
し
な
が
ら
、『
後
度
百
首
』
以
前
に
吉
野
宮
の
故
事
を
明
確
に
取
り
入
れ
た
例

は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。
多
く
の
先
行
例
が
あ
り
様
々
な
詠
み
方
が
可
能
な
「
五

節
」
題
に
お
い
て
、
敢
え
て
そ
の
起
源
を
詠
も
う
と
し
て
い
る
点
は
注
意
す
べ
き
で

卯
槌
を
か
し
う
、
つ
れ
〴
〵
な
り
け
る
人
の
し
わ
ざ
と
見
え
た
り
。
ま
た
ぶ
り

に
、
山
橘
つ
く
り
て
貫
き
添
へ
た
る
枝
に

ま
だ
ふ
り
ぬ
物
に
は
あ
れ
ど
君
が
た
め
深
き
心
に
ま
つ
と
知
ら
な
ん

 

（『
源
氏
物
語
』
浮
舟
）

『
源
氏
物
語
』
は
、
浮
舟
が
中
君
の
若
君
の
た
め
に
、
作
り
物
の
小
松
に
山
橘
を
付

け
た
も
の
を
卯
槌
に
添
え
て
贈
っ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、『
枕

草
子
』
の
方
も
「
山
橘
、
ひ
か
げ
、
山
す
げ
」
は
卯
槌
に
飾
ら
れ
て
い
た
乃
至
は
添

え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

④
の
歌
に
「
ひ
か
げ
ぐ
さ
は
な
の
い
ろ
〳
〵
む
す
び
も
て
」
と
あ
る
の
は
、『
枕

草
子
』
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
親
隆
は
、『
枕
草
子
』
の
記
述
を
「
卯
杖
の
よ
う
に
山

橘
や
ひ
か
げ
、
山
菅
を
飾
っ
た
」
と
解
釈
し
、
そ
れ
が
卯
杖
の
贈
答
の
古
礼
だ
と
考

え
た
の
で
は
な
い
か
。
③
の
白
麻
紙
の
例
と
同
様
に
、
実
例
を
体
験
的
に
知
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
故
実
・
古
礼
だ
と
推
量
し
た
儀
式
の
様
相
を
詠
も
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
起
源
を
詠
む

　

前
節
で
検
討
し
た
故
実
・
古
礼
へ
の
志
向
と
通
底
す
る
の
が
、
儀
式
・
行
事
の
起

源
に
思
い
を
致
す
詠
み
方
で
あ
る
。

①
は
つ
は
る
の
は
つ
う
の
つ
ゑ
を
た
て
そ
め
て　

い
く
よ
に
な
り
ぬ
か
す
の
み

や
つ
ゑ 

（
卯
杖
・
六
七
九
・
為
忠
）

②
よ
ろ
づ
よ
の
む
ら
の
き
し
も
き
ゝ
り
そ
め
て　

い
ろ
ど
る
つ
ゑ
の
ひ
さ
し
か

る
ら
ん 

（
同
・
六
八
三
・
為
業
）
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七

庚
申
の
打
攤
の
記
録
は
見
え
な
く
な
る
。

　

つ
ま
り
、
宮
廷
行
事
の
前
段
階
の
騎
射
を
詠
む
第
一
節
⑧
、
相
撲
節
が
変
容
す
る

以
前
の
占
手
相
撲
を
詠
む
第
二
節
①
②
、
白
麻
紙
を
賭
け
た
庚
申
の
打
攤
を
詠
む
第

二
節
③
は
、
詠
歌
時
点
か
ら
見
た
近
い
過
去
の
様
相
を
詠
む
の
で
は
な
く
、
更
に
遡

り
、
行
事
の
始
原
に
近
い
時
代
の
あ
り
様
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
他
作
品
の
行
事
題
詠
と
の
比
較

『
後
度
百
首
』
に
お
け
る
行
事
題
詠
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
他
の

作
品
に
目
を
転
じ
て
み
た
い
。
ま
ず
、『
後
度
百
首
』
以
前
の
行
事
題
の
特
徴
を
見

て
お
こ
う
。『
平
安
和
歌
歌
題
索
引

）
26
（

』
を
参
考
に
、
行
事
題
で
詠
ま
れ
た
先
行
和
歌

を
調
査
し
た）

27
（

。
典
型
と
見
な
せ
る
例
を
以
下
に
あ
げ
て
み
る
。

　

ａ
ひ
と
と
せ
に
こ
よ
ひ
ば
か
り
ぞ
あ
ま
の
が
は　

こ
ひ
つ
つ
わ
た
る
せ
を
す
ぐ
し

て
よ 

（
元
真
集
・「
七
月
七
日
」・
一
四
六
）

　

ｂ
春
ご
と
に
君
が
ね
の
び
を
か
ぞ
ふ
れ
ば　

や
が
て
小
松
の
よ
は
ひ
な
り
け
り

 

（
能
因
法
師
集
・「
子
日
」・
二
二
五
）

　

ｃ
け
ふ
ご
と
に
軒
の
つ
ま
な
る
あ
や
め
ぐ
さ　

た
な
ば
た
つ
め
に
お
と
ら
ざ
り
け

り 

（
公
任
集
・「
五
月
五
日
」・
八
〇
）

　

ｄ
も
も
の
は
な
ひ
か
り
を
そ
ふ
る
さ
か
づ
き
は　

め
ぐ
る
な
が
れ
に
ま
か
せ
て
ぞ

み
る 

（
江
帥
集
・「
曲
水
宴
」・
四
四
）

　

傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、
行
事
が
行
わ
れ
る
季
節
や
行
事
に
ゆ
か
り
の
あ
る
自
然

の
景
物
や
雅
語
、
あ
る
い
は
人
々
が
共
感
で
き
る
心
情
を
詠
み
込
み
な
が
ら
歌
題
を

詠
出
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
行
事
そ
の
も
の
の
作
法
や
歴
史
が
主
題
に
な
っ
て
は
い

あ
ろ
う
。

⑥
う
ど
は
ま
の
な
み
の
お
と
を
ば
た
つ
れ
ど
も　

な
ほ
し
づ
か
な
る
か
も
の
み

た
ら
し 

（
臨
時
祭
・
七
七
四
・
頼
政
）

　

最
後
に
あ
げ
る
の
は
賀
茂
臨
時
祭
を
詠
む
歌
で
あ
る
。
有
度
浜
は
駿
河
舞
発
祥
の

地
と
さ
れ
る）

23
（

。
結
句
に
「
か
も
の
み
た
ら
し
」
と
あ
る
こ
と
で
賀
茂
臨
時
祭
を
詠
ん

だ
こ
と
が
示
さ
れ
、
題
意
は
満
た
さ
れ
て
い
る
が
、
駿
河
舞
は
賀
茂
臨
時
祭
特
有
の

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
駿
河
舞
発
祥
の
地
で
あ
る
有
度
浜
を
詠
み

込
ん
だ
の
は
、
や
は
り
起
源
に
対
す
る
強
い
関
心
、
起
源
を
詠
も
う
と
い
う
志
向
に

よ
る
も
の
と
考
え
た
い
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
行
事
や
儀
式
の
故
実
・
古
礼
・
起
源
を
詠
ん
だ
歌
の
例
を
検
討

し
て
き
た
が
、
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
が
、『
後
度
百
首
』
成
立
当
時
の
そ

れ
ら
の
行
事
や
儀
式
の
実
態
で
あ
る
。
十
五
の
歌
題
の
う
ち
、『
後
度
百
首
』
成
立

時
に
は
全
く
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
相
撲
節
で
あ
る
。
相
撲
節
は
、
延
暦

十
二
年
（
七
九
三
）
以
前
に
宮
廷
行
事
と
し
て
恒
例
化
し
た
が
、
一
時
断
絶
し
再
興

さ
れ
、
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
を
最
後
に
廃
絶
す
る）

24
（

。『
後
度
百
首
』
成
立
当
時

は
断
絶
期
に
相
当
す
る
。

　

ま
た
、
宮
廷
行
事
と
し
て
確
立
し
た
当
初
と
は
変
容
し
て
い
た
の
が
、
騎
射
と
庚

申
で
あ
る
。
騎
射
は
、
本
来
五
月
五
日
の
端
午
節
会
の
催
し
で
あ
っ
た
が
、
節
会
は

安
和
元
年
（
九
六
八
）
に
村
上
天
皇
の
国
忌
を
理
由
に
廃
絶
す
る）

25
（

。
以
後
、
騎
射
は

近
衛
府
の
行
事
で
あ
る
荒
手
結
・
真
手
結
と
し
て
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、『
後
度

百
首
』
成
立
時
も
五
月
の
騎
射
自
体
は
実
施
さ
れ
て
い
る
。
庚
申
は
、『
新
儀
式
』

や
『
西
宮
記
』
に
は
打
攤
を
行
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
平
安
中
期
以
降
、
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八

詠
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
、『
後
度
百
首
』
で
は
古

礼
に
し
て
も
起
源
に
し
て
も
、
具
体
的
か
つ
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
点
が
独
特
で
あ

る
と
わ
か
る
。

　

続
い
て
、
歌
題
の
み
与
え
ら
れ
る
純
粋
な
題
詠
と
は
異
な
る
が
、
屏
風
歌
の
例
も

検
討
し
て
お
こ
う
。
行
事
や
儀
式
を
題
材
と
し
た
屏
風
歌
を
粗
々
調
査
し
た
と
こ

ろ
、『
後
度
百
首
』
と
共
通
す
る
詠
み
方
が
見
ら
れ
る
例
は
、
や
は
り
多
く
な
い
。

　

ｉ
ゆ
ふ
だ
す
き
千
年
を
か
け
て
足
曳
の　

山
ゐ
の
色
は
か
は
ら
ざ
り
け
り

 

（
貫
之
集
・
右
衛
門
督
屏
風
・「
十
一
月
臨
時
の
祭
」・
四
〇
九
）

　

ｊ
よ
ろ
づ
よ
を
か
け
て
い
の
れ
ば
ゆ
ふ
だ
す
き　

か
み
の
ま
つ
り
は
た
え
じ
と
ぞ

お
も
ふ
（
元
輔
集
〈
二
類
本
〉・
皇
太
后
宮
裳
着
屏
風
・「
か
み
ま
つ
り
」・
六
）

　

ｋ
神
よ
よ
り
い
は
ひ
そ
め
て
し
あ
し
ひ
き
の　

や
ま
の
さ
か
き
ば
色
も
か
は
ら
ず

 

（
道
済
集
・「
十
一
月
、
神
ま
つ
り
す
る
家
」・
八
五

）
28
（

）

　

ｉ
と
ｊ
は
い
ず
れ
も
そ
の
行
事
が
長
く
不
変
で
あ
る
こ
と
を
詠
む
が
、
起
源
ま
で

明
確
に
視
野
に
い
れ
て
は
い
な
い
。
ｋ
の
み
は
「
い
は
ひ
そ
め
て
し
」
と
い
う
表
現

で
起
源
を
詠
ん
で
お
り
、
第
三
節
で
取
り
上
げ
た
例
と
通
底
す
る
面
が
あ
る
。
た
だ

し
、
第
三
節
④
⑤
⑥
の
よ
う
な
文
献
に
記
さ
れ
た
起
源
説
に
基
づ
く
詠
み
方
と
は
異

な
る
。

　

こ
う
し
て
先
行
す
る
行
事
題
詠
と
比
較
す
る
と
、『
後
度
百
首
』
の
以
下
の
よ
う

な
性
格
が
、
極
め
て
独
自
性
の
あ
る
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
。

　

・
様
々
な
文
献
に
典
拠
を
求
め
、
意
識
的
に
故
事
・
古
礼
・
起
源
を
詠
む
。

　

・「
い
に
し
へ
」
な
ど
の
漠
然
と
し
た
表
現
で
は
な
く
、「
占
手
」「
白
き
麻
の
紙
」

「
吉
野
の
宮
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
古
礼
・
起
源
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
か
つ

明
確
に
示
す
。

な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
雅
な
景
物
や
歌
こ
と
ば
と
結
び
付
き
や
す
く
、
優
美
な
詠
み

方
が
可
能
な
行
事
の
み
が
歌
題
化
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
闘
鶏
も
相
撲
節
も
平
安
前
期
に
は
既
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、『
後
度
百
首
』
に

至
る
ま
で
歌
題
と
し
て
採
用
さ
れ
た
例
が
知
ら
れ
な
い
の
は
、
行
事
の
性
格
に
よ
る

の
で
あ
ろ
う
。

　

行
事
に
ち
な
む
景
物
や
雅
語
を
取
り
入
れ
て
詠
み
な
す
と
い
う
方
法
は
、『
後
度

百
首
』
の
約
二
十
年
前
に
催
さ
れ
、
行
事
題
を
多
く
含
む
『
永
久
百
首
』
に
お
い
て

も
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、

　

ｅ
は
る
た
て
ば
あ
づ
さ
の
ま
弓
引
き
つ
れ
て　

み
か
き
の
内
に
ま
と
ゐ
を
ぞ
す
る

 

（
賭
弓
・
三
六
・
源
顕
仲
）

　

ｆ
を
と
こ
山
み
ね
の
さ
く
ら
に
も
ろ
人
の　

か
ざ
し
の
花
を
た
ぐ
へ
て
ぞ
み
る

 

（
石
清
水
臨
時
祭
・
五
四
・
源
兼
昌
）

と
い
っ
た
歌
が
詠
ま
れ
た
。

　

一
方
で
『
永
久
百
首
』
に
は
、『
後
度
百
首
』
の
方
法
に
近
い
作
も
数
は
少
な
い

な
が
ら
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
ｇ
み
か
さ
山
ふ
り
に
し
代
よ
り
あ
め
の
し
た　

た
な
び
き
て
ま
つ
る
け
ふ
に
ぞ
有

り
け
る 

（
春
日
祭
・
四
九
・
大
進
）

　

ｈ
を
と
め
子
が
袖
ふ
り
そ
め
し
を
み
衣　

と
よ
の
あ
か
り
に
た
え
せ
ざ
り
け
り

 

（
五
節
・
三
六
六
・
藤
原
仲
実
）

　

こ
れ
ら
は
、
そ
の
行
事
が
古
く
よ
り
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
様
を
詠
む
と

い
う
点
で
、
第
三
節
の
「
卯
杖
」
題
の
歌
に
近
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ｇ
の
「
ふ
り

に
し
代
」
は
漠
然
と
し
て
お
り
、
具
体
的
に
始
原
の
時
を
表
し
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
ま
た
ｈ
も
、
第
三
節
の
「
五
節
」
題
詠
の
よ
う
に
具
体
的
な
起
源
説
を
明
確
に
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九

と
同
工
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
後
度
百
首
』
と
同
じ
方
法
の
作
が
見
出
せ
る
一
方
で
、
近
似
す
る

性
格
を
有
す
る
も
の
の
決
定
的
な
相
違
点
の
あ
る
例
も
見
ら
れ
る
。『
六
百
番
歌
合
』

の
次
の
歌
に
注
目
し
た
い
。

　

ｏ
け
ふ
は
わ
れ
き
み
が
み
ま
へ
に
と
る
ふ
み
の　

さ
し
て
か
た
よ
る
あ
づ
さ
ゆ
み

か
な 

（
六
百
番
歌
合
・
賭
射
・
四
九
・
藤
原
良
経
）

　

判
者
藤
原
俊
成
が
「
左
歌
、
奏
文
杖
に
さ
す
心
、
を
か
し
く
見
え
侍
り
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
良
経
が
詠
ん
だ
の
は
、
近
衛
大
将
が
射
手
の
姓
名
を
天
皇
に
奏
上

す
る
た
め
に
射
手
奏
を
文
杖
に
挿
す
情
景
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
谷
知
子

に
よ
る
詳
細
な
論
考
が
あ
る）

29
（

。
氏
は
、
当
時
途
絶
し
て
い
た
賭
射
が
も
し
行
わ
れ
て

い
た
ら
、
近
衛
大
将
で
あ
る
良
経
自
身
が
果
た
す
は
ず
で
あ
っ
た
射
手
奏
の
役
割

を
、
歌
の
中
で
描
い
て
い
る
こ
と
、
判
者
俊
成
は
、
行
事
の
故
実
を
歌
に
反
映
さ
せ

た
点
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
現
実
に
は
体
験
し
て
い
な
い
行
事
の
故

実
を
想
像
で
詠
ん
で
い
る
点
は
、第
二
節
で
言
及
し
た
歌
々
と
共
通
す
る
。た
だ
し
、

良
経
は
想
像
上
の
儀
式
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、『
後
度
百
首
』

作
者
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
両
者
の
身
分
・
立
場
を
考
慮
す
れ
ば
当
然
で

は
あ
る
が
、
重
要
な
差
異
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ｐ
は
し
た
か
を
ふ
る
き
た
め
し
に
ひ
き
す
ゑ
て　

あ
と
あ
る
野
べ
の
み
ゆ
き
な
り

け
り 

（
六
百
番
歌
合
・
野
行
幸
・
五
三
一
・
藤
原
有
家
）

　
ｑ
か
り
こ
ろ
も
お
ど
ろ
の
み
ち
も
た
ち
か
へ
り　

う
ち
ち
る
ゆ
き
の
野
か
ぜ
さ
む

け
し 

（
同
・
五
三
五
・
藤
原
定
家
）

　

ｒ
せ
り
河
の
な
み
も
む
か
し
に
た
ち
か
へ
り　

み
ゆ
き
た
え
せ
ぬ
さ
が
の
や
ま
か

ぜ 

（
同
・
五
三
九
・
藤
原
良
経
）

　

・
近
い
過
去
で
は
な
く
遙
か
に
遡
っ
た
時
代
の
行
事
の
在
り
方
を
、
時
に
推
測
に

基
づ
き
な
が
ら
詠
む
。

　

そ
れ
で
は
、『
後
度
百
首
』
以
降
の
行
事
題
詠
に
は
こ
う
し
た
特
色
は
見
出
せ
る

の
だ
ろ
う
か
。『
後
度
百
首
』
以
後
、
行
事
題
が
ま
と
ま
っ
て
出
題
さ
れ
た
作
品
と

し
て
、『
六
百
番
歌
合
』『
正
治
二
年
院
第
二
度
百
首
』（
以
下
、『
正
治
後
度
百
首
』

と
略
称
す
る
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、

行
事
次
第
の
具
体
的
写
実
的
描
写
と
い
う
『
後
度
百
首
』
と
同
様
の
特
徴
が
看
取
で

き
た
が
、
故
事
・
古
礼
・
起
源
を
詠
む
点
で
も
ま
た
、
共
通
す
る
側
面
が
あ
る
。
特

に
重
要
な
例
を
選
ん
で
引
い
て
み
よ
う
。
ま
ず
成
立
順
は
前
後
す
る
が
、『
正
治
後

度
百
首
』「
公
事
」
題
の
歌
か
ら
見
て
お
き
た
い
。

　

ｌ
明
け
そ
め
し
あ
ま
の
い
は
と
の
昔
よ
り　

雲
ゐ
に
絶
え
ぬ
あ
か
ほ
し
の
こ
ゑ

 
（
五
九
五
・
源
家
長
）

　

ｍ
あ
か
ほ
し
の
雲
ゐ
に
す
め
る
こ
ゑ
に
て
ぞ　

あ
ま
の
と
あ
け
し
昔
を
ば
し
る

 

（
九
九
二
・
越
前
）

　

ｎ
雲
の
う
へ
の
を
と
め
の
す
が
た
み
る
を
り
ぞ　

よ
し
の
の
宮
も
面
か
げ
に
た
つ

 

（
八
九
三
・
宮
内
卿
）

　

ｌ
と
ｍ
は
内
侍
所
の
御
神
楽
、
ｎ
は
五
節
を
題
材
と
し
、
い
ず
れ
も
行
事
の
起
源

を
詠
ん
で
い
る
。
素
戔
男
尊
の
暴
挙
に
怒
っ
た
天
照
大
神
が
天
岩
戸
に
籠
も
っ
た

折
、
岩
戸
を
開
け
さ
せ
る
た
め
に
舞
っ
た
天
鈿
女
命
の
舞
が
神
楽
の
起
源
と
さ
れ
、

ｌ
と
ｍ
は
こ
れ
を
踏
ま
え
る
。
ま
た
ｎ
は
、
第
三
節
④
⑤
の
歌
の
典
拠
に
も
な
っ
て

い
た
五
節
の
起
源
説
を
詠
む
。
こ
れ
ら
は
「
あ
ま
の
い
は
と
（
あ
ま
の
と
）」「
よ
し

の
の
宮
」
の
語
に
よ
り
、
行
事
の
起
源
を
明
確
に
示
し
て
い
る
点
、『
後
度
百
首
』
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十

関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
作
者
た
ち
の
胸
中
に
、
古
式
に
則
っ
た
儀
式
に
連
な
る
自
己

の
姿
を
空
想
す
る
意
識
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
後
度
百
首
』
に
は
、
ｐ
〜

ｒ
の
歌
や
『
正
治
後
度
百
首
』
の
、

　

ｓ
昔
よ
り
た
づ
ね
し
跡
も
お
ほ
井
川　

も
み
ぢ
の
錦
を
り
に
あ
ひ
つ
つ

 

（
宴
遊
・
三
九
三
・
源
具
親
）

　

ｔ
し
ら
川
の
花
に
み
ゆ
き
の
跡
と
へ
ば　

老
木
の
桜
ね
に
か
へ
り
つ
つ

 

（
同
・
五
八
七
・
源
家
長
）

　

ｕ
行
す
ゑ
も
思
ひ
い
で
あ
る
跡
な
れ
や　

み
ゆ
き
ふ
り
に
し
み
芳
の
の
滝

 

（
同
・
八
八
七
・
宮
内
卿
）

な
ど
の
よ
う
な
、
聖
代
へ
の
憧
憬
や
復
古
の
思
想
が
明
確
に
読
み
取
れ
る
歌
は
、
一

首
と
し
て
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、『
後
度
百
首
』
行
事
題
詠
に
お
け
る
天
皇
家
に
対
す
る
祝
意
が
、『
六
百

番
歌
合
』
や
『
正
治
後
度
百
首
』
に
比
し
て
極
め
て
弱
い
こ
と
と
も
関
連
す
る
で
あ

ろ
う）

33
（

。

さ
い
ご
に

『
後
度
百
首
』
の
行
事
題
詠
を
具
体
的
に
検
討
し
、
他
作
品
と
も
比
較
す
る
中
で
、

そ
の
独
自
性
が
明
確
に
な
っ
た
。『
後
度
百
首
』
作
者
は
、
様
々
な
文
献
を
参
照
し

な
が
ら
積
極
的
に
、
か
つ
明
確
な
形
で
故
事
・
古
礼
・
起
源
を
詠
み
、
時
に
は
推
測

を
交
え
つ
つ
行
事
の
古
態
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
新
古
今
時
代
の

行
事
題
詠
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
聖
代
へ
の
回
帰
の
志
向
や
天
皇
家
へ
の
祝
意
は
、
ほ

と
ん
ど
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

賭
射
同
様
、
当
時
は
途
絶
え
て
い
た
野
行
幸
を
詠
ん
だ
歌
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も

谷
知
子
が
言
及
し
て
い
る）

30
（

。『
六
百
番
歌
合
』「
野
行
幸
」
題
で
は
、
傍
線
部
の
よ
う

な
古
い
先
例
を
示
す
表
現
が
頻
出
す
る
。
そ
の
点
で
は
、『
後
度
百
首
』
に
見
ら
れ

る
古
礼
・
起
源
へ
の
志
向
と
近
似
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
六
百
番

歌
合
』
作
者
は
、
あ
た
か
も
野
行
幸
が
古
礼
に
沿
っ
て
復
活
し
、
自
分
た
ち
が
後
鳥

羽
天
皇
に
供
奉
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
詠
み
方
を
し
て
い
る
。「
絶
え
て
久
し
い
天

皇
主
催
の
鷹
狩
行
幸
が
題
と
し
て
設
け
ら
れ
た
背
景
に
は
、
秩
序
へ
の
願
望
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

31
（

」
と
い
う
谷
の
指
摘
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
廃
絶
さ
れ
た
伝

統
的
儀
式
を
復
活
さ
せ
、
聖
代
と
さ
れ
た
時
代
の
秩
序
を
取
り
戻
す
べ
き
だ
と
い
う

視
点
は
、『
後
度
百
首
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
後
、
譲
位
し
た
後
鳥
羽
院
は
狩
猟
に
熱
中
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
谷
は
「
こ

う
し
た
後
鳥
羽
院
の
方
向
性
が
、
摂
関
家
の
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
結
果
的
に
一
致

し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い

）
32
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
共
感
さ
れ
る
。
先
に
検
討
し
た
賭

射
の
場
合
、『
六
百
番
歌
合
』
の
数
年
後
、
良
経
父
兼
実
が
後
鳥
羽
天
皇
に
強
く
願

い
出
て
、
一
時
的
に
で
は
あ
る
が
行
事
が
復
活
し
た
。
摂
関
家
は
、
途
絶
し
た
行
事

を
歌
合
の
歌
題
と
し
て
設
定
し
、
復
活
の
願
い
を
込
め
た
歌
を
詠
む
ば
か
り
か
、
実

際
の
行
事
復
活
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
後
度
百
首
』
作

者
た
ち
に
は
と
う
て
い
望
み
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
彼
等
に
は
行
事

を
復
活
さ
せ
古
礼
を
再
現
す
べ
き
だ
と
い
う
意
識
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
後
度
百
首
』
作
者
の
う
ち
、
最
も
高
位
に
あ
る
為
忠
で
さ
え
正
四
位
下
で
あ
り
、

頼
政
は
叙
爵
前
、
他
は
い
ず
れ
も
五
位
で
、
為
盛
・
頼
政
は
散
位
で
あ
る
。
例
え
ば

宮
中
に
お
け
る
庚
申
の
打
攤
が
復
活
し
た
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
者
は
臨
席
す
ら

で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
伝
統
の
復
活
を
望
む
思
い
は
身
分
に
無
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表
現
し
た
（
題
を
「
ま
は
し
て
」
詠
ん
だ
）
歌
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
、
行

事
題
の
詠
み
方
も
漢
詩
文
の
手
法
の
影
響
が
想
定
で
き
る）

36
（

。

　

更
に
、
行
事
次
第
に
関
す
る
歌
学
的
関
心
も
重
要
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
明

浩
）
37
（

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、歌
学
書
を
繙
き
、そ
の
注
説
を
実
作
に
取
り
入
れ
る
な
ど
、

『
為
忠
家
両
度
百
首
』
の
作
歌
態
度
か
ら
は
歌
学
と
実
作
の
密
接
な
関
わ
り
が
看
取

で
き
る
。
作
者
た
ち
は
、
歌
学
書
所
載
の
歌
語
に
関
す
る
注
説
を
取
り
入
れ
る
の
と

同
じ
意
識
で
、
様
々
な
書
か
ら
故
事
や
逸
話
を
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。『
後
度
百
首
』
に
見
ら
れ
る
行
事
の
起
源
や
故
実
へ
の
関
心
は
、
歌
語
に
対
す

る
歌
学
的
興
味
と
重
な
り
合
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
四
点
の
要
因
を
指
摘
し
た
が
、『
後
度
百
首
』
に
見
ら
れ
る
行
事
題
の
詠

み
方
が
原
初
的
方
法
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
先
行
す
る
行
事
題
詠
に
同
様
の
方
法
が
見

ら
れ
な
い
の
は
不
審
で
あ
る
と
い
う
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
先
行
作
品
と

『
後
度
百
首
』
の
方
法
の
差
異
に
つ
い
て
、
更
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　

第
四
節
で
示
し
た
よ
う
に
、『
後
度
百
首
』
以
前
の
行
事
題
は
、
行
事
そ
の
も
の

の
具
体
的
作
法
や
歴
史
よ
り
も
、
行
事
に
ち
な
ん
だ
自
然
の
景
物
や
雅
な
歌
こ
と

ば
、
あ
る
い
は
誰
も
が
共
感
で
き
る
心
情
を
詠
む
方
法
が
主
流
で
あ
っ
た
。

　

題
詠
と
は
、
題
と
し
て
与
え
ら
れ
た
事
物
の
本
意
を
詠
む
こ
と
で
あ
る
。
本
意
と

は
そ
の
事
物
の
本
性
だ
が
、
詠
歌
の
実
態
に
即
し
て
言
え
ば
、
和
歌
の
伝
統
の
中
で

共
通
認
識
と
な
っ
た
各
々
の
事
物
の
美
的
特
質
が
本
意
と
見
な
せ
る
。
自
然
の
景
物

と
違
っ
て
、
行
事
題
の
多
く
は
行
事
そ
の
も
の
の
美
的
特
質
が
見
出
し
に
く
い
。
そ

う
し
た
中
で
、
従
来
は
そ
の
行
事
に
関
連
す
る
美
麗
な
景
物
や
典
雅
な
こ
と
ば
を
添

え
る
こ
と
に
よ
り
、
優
美
さ
を
損
な
わ
ぬ
よ
う
に
し
な
が
ら
行
事
題
が
詠
ま
れ
て
き

た
。
し
か
し
『
後
度
百
首
』
作
者
た
ち
は
、
行
事
次
第
の
具
体
的
様
相
や
、
古
礼
・

　

な
ら
ば
、
な
ぜ
『
後
度
百
首
』
作
者
は
、
行
事
に
関
わ
る
故
事
や
儀
式
の
古
態
を

詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
指
摘
す
べ
き
は
、
こ
の
時
代
に
見
ら
れ
る
年
中

行
事
へ
の
関
心
、
す
な
わ
ち
時
代
的
風
潮
と
い
う
要
因
で
あ
る
。
院
政
期
に
は
、『
江

家
年
中
行
事
』『
師
遠
年
中
行
事
』『
師
元
年
中
行
事
』
な
ど
様
々
な
年
中
行
事
書
が

作
成
・
書
写
さ
れ
た）

34
（

。『
永
久
百
首
』
に
十
を
超
え
る
行
事
題
が
設
け
ら
れ
た
の
も
、

『
後
度
百
首
』
雑
部
が
行
事
題
で
ま
と
め
ら
れ
、
行
事
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
強
い

関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
時
代
背
景
に
拠
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

但
し
『
後
度
百
首
』
に
は
、「
蹴
鞠
」「
囲
碁
」
な
ど
厳
密
に
は
行
事
と
言
え
な
い

題
や
、「
闘
鶏
」「
小
鷹
狩
」「
庚
申
」な
ど
年
中
行
事
書
に
見
え
な
い
題
が
含
ま
れ
る
。

ま
た
第
四
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
後
度
百
首
』
の
行
事
題
の
詠
み
方
は
、
同
時
代

ま
で
の
他
の
行
事
題
詠
と
大
き
く
異
な
る
特
徴
が
あ
っ
た
。
時
代
背
景
の
み
で
は
説

明
し
き
れ
な
い
部
分
が
あ
る
。

『
後
度
百
首
』
の
行
事
題
の
独
自
性
は
、
題
詠
の
方
法
と
関
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
前
稿
に
お
い
て
、
儀
式
次
第
の
具
体
的
写
実
的
描
写
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ

て
い
る
要
因
と
し
て
、
そ
う
し
た
詠
み
方
が
行
事
題
を
詠
む
場
合
の
原
初
的
方
法
で

あ
る
か
ら
だ
と
述
べ
た
が
、
故
事
・
古
礼
・
起
源
を
詠
む
方
法
に
つ
い
て
も
、
同
様

の
指
摘
を
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
定
型
と
な
る
よ
う
な
詠
み
方
が
定
ま
っ
て
い
な
い

行
事
題
に
お
い
て
、
そ
れ
が
本
来
的
に
ど
の
よ
う
な
行
事
だ
っ
た
か
と
い
う
古
礼
や

起
源
を
詠
む
こ
と
も
ま
た
、
原
初
的
な
行
事
題
詠
の
方
法
と
言
え
る
と
思
う
の
で
あ

る
。

　

同
時
に
、
漢
詩
文
と
の
関
連
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
故
事
や
起
源
を
題
材
と

し
て
行
事
を
詠
む
手
法
は
、
漢
詩
文
に
例
が
多
い

）
35
（

。『
為
忠
家
両
度
百
首
』
に
は
、

句
題
詩
の
手
法
に
倣
い
、
故
事
や
古
歌
を
利
用
す
る
こ
と
で
題
の
文
字
を
間
接
的
に
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た
。『
為
忠
家
後
度
百
首
』
本
文
は
尊
経
閣
文
庫
本
を
底
本
と
し
、
底
本
に
明
ら
か
な

誤
り
が
あ
る
場
合
は
他
本
に
よ
り
校
訂
し
た
。
仮
名
遣
い
が
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
異
な

る
場
合
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
（　

）
に
入
れ
て
傍
記
し
た
。
他
の
引
用
は
以
下
の

通
り
。
和
歌
│
『
新
編
国
歌
大
観
』。『
年
中
行
事
秘
抄
』『
内
裏
式
』『
皇
大
神
宮
儀
式

帳
』
│
群
書
類
従
。『
日
本
書
紀
』『
宇
津
保
物
語
』『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』
│
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
。『
御
堂
関
白
記
』
│
大
日
本
古
記
録
。『
水
左
記
』『
永
昌
記
』『
兵

範
記
』
│
増
補
史
料
大
成
。『
御
産
部
類
記
』『
仙
洞
御
移
徙
部
類
記
』
│
図
書
寮
叢
刊
。

『
西
宮
記
』『
江
家
次
第
』
│
新
訂
増
補
故
実
叢
書
。
漢
文
の
割
書
は
〈　

〉
に
入
れ
て

示
し
た
。
ま
た
、
句
点
を
補
っ
た
場
合
が
あ
る
。

（
６
）『
菅
家
文
草
』（
巻
五
・「
囲
碁
」）
な
ど
。

（
７
）諸
本
と
も「
あ
こ
ね
」。
宮
内
庁
書
陵
部
蔵（
一
五
四
・
三
四
）本
及
び
群
書
類
従
本
は
、

「
ね
」
の
右
傍
に
「
え
歟
」
と
あ
る
。「
あ
こ
え
（
あ
ご
え
）」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
８
）『
全
釈
』
Ｐ
四
八
五
。

（
９
）『
全
釈
』
Ｐ
五
四
五
参
照
。

（
10
）
人
の
体
内
に
は
三
尸
（
三
種
の
虫
）
が
お
り
、
庚
申
の
日
に
人
が
眠
る
と
体
内
か
ら

抜
け
出
し
、
天
帝
に
そ
の
人
の
罪
悪
を
告
げ
に
行
く
と
い
う
。

（
11
）『
全
釈
』
Ｐ
五
四
五
参
照
。

（
12
）「
三
日
庚
申　

今
夜
奠
先
聖
、
故
殿
御
時
毎
庚
申
有
此
事
、
予
相
次
欲
奉
奠
之
処
、

心
事
依
違
、
于
今
緩
懈
、
仍
今
夜
初
所
企
也
」。

（
13
）『
全
釈
』
Ｐ
五
一
一
参
照
。

（
14
）『
全
釈
』
Ｐ
五
〇
三
参
照
。

（
15
）
大
日
方
克
己
『
古
代
国
家
と
年
中
行
事
』
講
談
社
、
二
〇
〇
八
、
Ｐ
九
七
│
九
九
。

（
16
）新
田
一
郎『
相
撲
の
歴
史
』講
談
社
、二
〇
一
〇
、Ｐ
八
八
│
九
一
。
な
お『
後
度
百
首
』

と
同
時
代
に
成
立
し
た
藤
原
基
俊
撰
『
相
撲
立
詩
歌
合
』
は
古
式
相
撲
の
形
式
を
模
し

起
源
を
詠
む
と
い
う
方
向
に
向
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
行
事
の
実
態
で
あ
り
本
性
と
認

め
ら
れ
る
の
で
、
題
と
な
っ
た
事
物
そ
の
も
の
の
本
性
を
詠
む
と
い
う
意
味
で
、
題

詠
の
原
初
的
方
法
と
見
な
せ
る
の
で
あ
る
。

『
後
度
百
首
』
作
者
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
歌
題
で
あ
っ
て
も
伝
統
的
美
意
識
の
範

疇
で
詠
む
と
い
う
従
来
の
和
歌
観
に
必
ず
し
も
拘
泥
し
な
い）

38
（

。
行
事
題
の
詠
み
方
か

ら
は
、『
後
度
百
首
』
作
者
た
ち
の
題
詠
に
対
す
る
基
本
姿
勢
ま
で
も
が
見
て
取
れ

る
の
で
あ
る
。

注（
１
）「
蹴
鞠
」「
囲
碁
」
な
ど
厳
密
に
は
行
事
と
言
え
な
い
題
も
含
ま
れ
る
が
、
便
宜
上
ま

と
め
て
「
行
事
題
」
と
称
す
る
。

（
２
）
拙
稿
「『
為
忠
家
後
度
百
首
』
の
行
事
題
詠
│
具
体
的
写
実
的
描
写
に
つ
い
て
│
」『
国

語
と
国
文
学
』
八
八
│
九
、二
〇
一
一
・
九
。
拙
著
『
転
換
期
の
和
歌
表
現　

院
政
期

和
歌
文
学
の
研
究
』（
青
簡閒
舎
、
二
〇
一
二
）
所
収
。
本
稿
で
「
前
稿
」
と
い
う
場
合
、

す
べ
て
こ
の
論
を
指
す
。

（
３
）
以
下
に
取
り
上
げ
る
『
後
度
百
首
』
の
歌
の
解
釈
や
典
拠
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
為

忠
家
後
度
百
首
全
釈
』（
風
間
書
房
、
二
〇
一
一
）
で
詳
述
し
た
。
合
わ
せ
て
参
照
さ

れ
た
い
。
本
論
で
は
同
書
と
の
重
複
を
避
け
る
た
め
、
注
と
し
て
同
書
（『
全
釈
』
と

略
記
）
の
対
応
す
る
頁
を
示
し
「
Ｐ
○
○
参
照
」
と
記
し
た
。
や
む
を
得
ず
同
様
の
記

述
を
行
う
際
に
は
、
や
は
り
注
に
同
書
の
頁
を
示
し
「
Ｐ
○
○
。」
と
記
し
た
。

（
４
）『
全
釈
』
Ｐ
五
五
五
参
照
。

（
５
）
以
下
、
論
述
の
都
合
上
、『
後
度
百
首
』
か
ら
の
引
用
歌
に
は
節
毎
の
通
し
番
号
、

他
作
品
か
ら
の
引
用
歌
に
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
振
り
、
必
要
に
応
じ
て
傍
線
を
付
し
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十
三

（
32
）
谷
知
子　

前
掲
論
文
（
30
）
Ｐ
一
二
一
。

（
33
）
天
皇
家
に
対
す
る
祝
意
が
読
み
取
れ
る
の
は
、
も
と
も
と
賀
意
を
帯
び
た
歌
題
で
あ

る
「
卯
杖
」
の
み
。
儀
式
に
臨
む
天
皇
の
姿
は
描
か
れ
ず
、
儀
式
の
場
が
内
裏
で
あ
る

こ
と
を
示
す
表
現
も
少
な
い
。
天
皇
家
や
摂
関
家
と
は
無
縁
の
私
的
催
し
で
あ
る
こ
と

が
大
き
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
34
）
五
味
文
彦
『
書
物
の
中
世
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
、
Ｐ
一
三
七
│
一
四
三
。

（
35
）
例
え
ば
、「
華
筵
晋
日
蘭
亭
飲
、
羽
爵
周
年
曲
洛
波
」（
新
撰
朗
詠
集
・
三
月
三
日
・

三
八
・
慶
滋
保
胤
）
は
月
次
屏
風
詩
で
あ
る
が
、
東
晋
の
王
羲
之
が
三
月
三
日
に
蘭
亭

の
会
を
催
し
た
故
事
と
、
周
代
の
公
旦
の
曲
水
宴
の
故
事
（
曲
水
宴
の
起
源
と
さ
れ
る
）

を
詠
ん
で
い
る
。

（
36
）
題
詠
と
句
題
詩
の
詠
法
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
道
生
「
平
安
後
期
の
題
詠
と
句

題
詩
」（
同
氏
編
『
句
題
詩
研
究
』
慶
應
義
塾
大
学
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
心
の
総
合
的
研
究

セ
ン
タ
ー
、二
〇
〇
七
）、『
為
忠
家
両
度
百
首
』に
お
け
る
故
事
・
古
歌
を
利
用
し
た「
ま

は
し
て
詠
む
」
詠
法
に
つ
い
て
は
、拙
著
（
２
）（
第
一
篇
第
二
章
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
37
）「『
為
忠
家
両
度
百
首
』
に
関
す
る
考
察
│
歌
作
の
場
の
問
題
を
中
心
に
│
」『
語
文
』

57
、
一
九
九
一
・
一
〇
、
Ｐ
一
二
│
一
三
。

（
38
）
従
来
の
よ
う
な
行
事
題
の
詠
み
方
が
『
後
度
百
首
』
に
全
く
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は

な
い
し
、
顕
広
（
俊
成
）
の
よ
う
に
伝
統
か
ら
の
明
ら
か
な
逸
脱
を
避
け
よ
う
と
す
る

作
者
も
い
る
。
例
え
ば
「
闘
鶏
」
題
の
顕
広
詠
は
「
さ
く
は
な
も
な
く
う
ぐ
ひ
す
も
は

る
は
な
ほ
と
り
あ
は
せ
た
る
こ
ろ
に
も
有
か
な
」（
六
九
七
）
と
い
う
も
の
で
、
伝
統

的
な
行
事
題
詠
の
方
法
で
あ
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日
受
付

　
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
受
理

い
え
な
が

　
か
お
り
：
淑
徳
大
学

　
人
文
学
部

　
兼
任
講
師

て
お
り
、
一
番
は
「
占
手
」
と
さ
れ
る
。

（
17
）『
全
釈
』
Ｐ
五
四
四
。

（
18
）『
仙
洞
御
移
徙
部
類
記
』
を
通
覧
す
る
と
鎌
倉
期
も
薄
様
の
例
が
多
い
。

（
19
）
但
し
、
室
町
期
に
は
庚
申
に
雙
六
や
乱
碁
を
行
っ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
（『
看
聞

日
記
』
他
）。
ま
た
産
養
や
移
徙
の
際
の
儀
礼
的
打
攤
は
一
貫
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

（
20
）
拙
著
（
２
）
Ｐ
一
二
一
で
は
「
わ
ざ
わ
ざ
「
白
き
麻
の
紙
」
と
詠
ん
で
い
る
の
は
、

親
隆
が
そ
う
し
た
例
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
が
、
親
隆
は
庚
申
の

打
攤
の
古
い
形
態
を
想
像
し
て
詠
ん
だ
の
だ
と
考
え
を
改
め
た
い
。

（
21
）『
全
釈
』
Ｐ
四
七
二
│
四
七
三
。

（
22
）『
全
釈
』
Ｐ
五
三
五
参
照
。

（
23
）『
全
釈
』
Ｐ
五
四
二
参
照
。

（
24
）
大
日
方
克
己　

前
掲
書
（
15
）
Ｐ
一
三
二
・
一
六
九
、
新
田
一
郎　

前
掲
書
（
16
）

Ｐ
一
〇
四
。

（
25
）
大
日
方
克
己　

前
掲
書
（
15
）
Ｐ
一
一
五
。

（
26
）
瞿
麦
会
編
、
一
九
八
六
。

（
27
）
実
際
に
行
事
に
臨
ん
で
詠
ま
れ
た
歌
な
ど
の
非
題
詠
歌
は
検
討
対
象
か
ら
除
外
し

た
。

（
28
）『
万
代
集
』
詞
書
に
よ
れ
ば
東
三
条
院
四
十
御
賀
屏
風
歌
。

（
29
）「『
六
百
番
歌
合
』「
賭
射
」
の
歌
」『
古
筆
と
和
歌
』
11
、
二
〇
〇
八
・
一
。

（
30
）「「
野
行
幸
」
考
│
始
原
か
ら
『
六
百
番
歌
合
』
ま
で
」『
玉
藻
』
42
、

二
〇
〇
七
・
三
。

（
31
）
谷
知
子　

前
掲
論
文
（
30
）
Ｐ
一
二
一
。
な
お
『
正
治
後
度
百
首
』
に
も
復
古
の

思
想
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
山
崎
桂
子
が
指
摘
し
て
い
る
。
同
氏
『
正
治
百
首
の
研
究
』

勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
、
Ｐ
四
六
一
。


