
Title 誹諧月花の座
Sub Title The moon and flower categories in the "Haikai"
Author 淸崎, 敏郎(Kiyosaki, Toshiro)

Publisher 慶應義塾大学文学部藝文学会
Publication year 1953

Jtitle 藝文研究 (The geibun-kenkyu : journal of arts and letters). Vol.2, (1953. 2) ,p.31- 53 
JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00072643-00020001-

0031

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


訪F
月
・
花
の
定
座

花
の
座
の
成
立

誹
譜
の
花

誹
譜
師
の
飛
躍

四
花
七
月

漣
歌
の
花

花
の
下

月
の
座

誹
譜
の
月

連
歌
の
月

儀
論

藷

月

花

の

摩

清

崎

敏

郎

- 31 一、



月
・
花
の
定
座

、
、
、
去
来
抄
に

卯
七
日
。
花
に
定
座
有
哉

去
来
日
、
定
座
な
し
。
大
簡
な
る
句
故
譲
り
合
侍
る
故
、
一
義
十
一
句
十
三
句
に
て
出
ナ
。
十
句
八
句
は
短
句
な
り
。
十
三
句
め
お
の
づ
か
ら
花
の
句
と
な
り

侍
る
也
。
首
流
に
は
此
読
を
用
ゆ
。

と
い
ふ
記
載
が
あ
る
。
こ
の
記
載
の
「
定
座
な
し
」
と
い
ふ
語
を
‘
簡
単
に
二
疋
座
を
考
へ
て
を
ら
ぬ
こ
と
だ
と
は
解
樫
出
来
な
い
。
折
端
の
、
一
句
乃
至
は

三
句
手
前
が
、
花
の
定
座
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
、
そ
れ
に
融
通
性
を
持
た
せ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
事
賞
、
蕉
門
の
作
物
を
見
る
と
‘
花
の

定
座
は
、
凡
そ
、
折
端
の
一
句
手
前
に
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
花
の
句
が
引
上
て
作
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
相
臆
の
理
由
が
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
、

蕉
門
で
は
、
一
旦
成
立
し
た
花
の
定
座
を
、
自
由
に
こ
な
す
程
度
に
ま
で
到
達
し
て
ゐ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

月
の
定
座
は
、
花
の
そ
れ
に
較
べ
る
と
．
自
由
で
あ
っ
て
固
定
し
て
を
ら
な
い
。
が
、
三
茄
子
の
白
さ
う
し
に
、

月
の
定
座
を
こ
ぼ
す
事
、
師
の
い
は
く
、
五
十
句
よ
り
内
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
奥
に
至
つ
て
は
少
の
興
に
も
成
る
も
の
な
り
。
寄
仙
は
く
る
し
か
る
ま
じ
‘

略
の
物
故
也
。
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と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
月
の
定
座
が
考
へ
ら
れ
て
を
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
蕉
門
の
作
物
を
見
る
と
、
割
に
そ
の
位
置
が
動
揺
し
て
ゐ
る
と
い

ふ
こ
と
は
‘
だ
か
ら
‘
月
の
定
座
が
、
恐
ら
く
、
後
に
花
の
定
座
に
刺
戟
さ
れ
て
考
へ
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
に
‘
固
定
し
き
っ
て
を
ら
な
い
た
め
な
の
で
あ
ら
う
。

月
・
花
の
定
座
が
、
蕉
門
に
於
て
、
始
め
て
考
へ
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
上
に
引
用
し
た
去
来
抄
の
一
節
の
‘
末
尾
の
一
旬
か
ら
し
で
も
考
へ
ら
れ

る
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
の
月
・
花
の
定
座
と
い
ふ
考
へ
方
が
、
ど
の
や
う
な
経
過
を
経
て
、
生
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
し
て
見
ょ
う
と
言
ふ
の
が
．

こ
の
小
論
の
め
あ
て
な
の
で
あ
る
。



花
の
座
の
成
立、、
、
、
、

貞
徳
以
前
の
、
初
期
の
誹
譜
は
、
連
歌
の
式
を
、
そ
の
ま
λ

襲
用
し
て
ゐ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
守
武
千
句
を
調
べ
て
み
て
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
貞
徳
に

、
、
、
、
、

到
っ
て
、
初
め
て
、
誹
譜
の
式
目
書
で
あ
る
御
傘
が
書
か
れ
て
ゐ
る
。
貞
徳
は
、
始
、
連
歌
師
紹
巴
の
門
人
で
あ
っ
た
が
、
後
に
、
誹
譜
に
執
心
し
、
誹
譜
師

と
し
て
め
業
績
が
後
世
に
残
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
、
御
傘
を
見
る
と
．
連
歌
で
は
か
う
だ
が
、
誹
譜
で
は
ま
う
少
し
緩
め
て
か
う
す
べ
き
だ
と
い
ふ
風
な
書
き

方
を
し
て
ゐ
る
。
印
ち
、
凡
そ
は
、
連
歌
の
式
を
土
豪
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
窮
屈
さ
を
緩
和
し
て
、
そ
こ
に
誹
譜
の
濁
自
性
を
出
さ

う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
御
傘
に
、
か
う
い
ふ
記
載
が
あ
る
。

花
．
一
座
四
句
の
物
な
れ
ば
、
誹
譜
に
は
、
五
句
す
べ
き
事
な
れ
共
、
誹
諸
に
で
も
四
句
ナ
る
也
。
其
故
は
、
和
漢
に
も
四
句
な
れ
ば
、
か
く
の
知
し
。
去

嫌
の
大
法
、
誹
譜
は
和
漢
に
准
ず
る
故
也
。
乍ν去
誹
譜
に
は
花
洛
・
落
花
な
ど
麓
に
い
ひ
て
、
花
と
面
を
か
へ
て
今
一
度
ず
べ
き
事
な
り
と
い
へ
ど
も
、
正

花
五
あ
れ
ば
花
の
句
賞
翫
に
な
ら
ざ
る
に
よ
り
、
聾
に
よ
み
た
る
句
も
花
四
本
の
内
な
り

花
は
、
連
歌
で
は
、
一
座
四
句
物
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
誹
譜
で
は
、
も
っ
と
制
約
を
ゆ
る
め
て
よ
い
の
だ
か
ら
‘
一
座
の
う
ち
に
‘
五
句
ま
で
出
し
て
よ
い
。

だ
が
‘
そ
れ
を
敢
て
、
四
句
に
す
る
の
は
、
花
は
大
切
な
も
の
だ
か
ら
、
出
し
惜
む
べ
き
な
の
だ
と
言
う
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
こ

h
A
の
和
漢
と
い
ふ
の
は
、

、
、
、
、
、
司
、
、

和
漢
聯
句
の
式
と
い
ふ
こ
と
で
、
直
接
に
は
、
一
保
策
良
の
和
漢
法
式
あ
た
り
を
指
す
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
‘
誹
譜
が
、
こ
れ
に
准
じ
た
の
は
、
こ
れ
が

連
歌
の
式
よ
り
簡
単
で
、
融
通
性
に
富
ん
で
ゐ
た
篤
で
あ
ら
う
。
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こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、
百
韻
に
於
け
る
、
花
の
句
を
四
句
に
限
定
し
て
ゐ
る
。
が
、
そ
の
位
置
、
印
ち
酌
ま
で
は
規
定
し
て
ゐ
な
い
。

と
こ
ろ
が
‘
こ
の
御
傘
が
出
板
さ
れ
た
慶
安
四
年
l
l

践
に
よ
れ
ば
、
書
か
れ
た
の
は
、
承
臆
年
間
だ
が
1

ー
よ
り
四
年
後
の
明
暦
元
年
に
、
貞
徳
の
捌
い

た
紅
梅
千
句j
l

こ
れ
も
、
出
板
の
前
年
、
承
臆
三
年
に
巻
か
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
ー
ー
が
上
梓
さ
れ
て
ゐ
る
。
御
傘
の
内
容
は
‘
略
‘
こ
の
紅
梅
千
句
に
具

鶴
化
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
紅
梅
干
句
に
つ
い
て
花
の
句
の
所
在
を
調
べ
て
見
る
と
、
十
の
百
韻
に
つ
い
て
、
一
の
折
で
は
‘



裏
の
十
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

二
の
折
で
は
、

裏
の
十
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

一
一
一
の
折
で
は
、

裏
の
十
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

名
残
の
折
で
は
、

裏
の
七
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

一
義
の
五
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

九
例

十
例仰j

七
例例t

一
義
の
四
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

と
い
ふ
結
呆
が
あ
ら
は
れ
て
来
て
、
花
の
句
は
、
各
折
に
一
つ
づL
、
都
合
四
本
配
賞
さ
れ
て
ゐ
る
。
而
も
、
折
の
哀
の
、
折
端
の
一
旬
手
前
に
来
て
を
ら

ぬ
例
が
、
四
十
例
の
う
ち
、
四
例
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
一
の
折
の
例
外
と
い
ふ
の
は
、
護
句
が
花
の
句
で
あ
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
不
思
議
な
位
、
花
の
句

の
位
置
が
、
ぴ
た
り
と
定
っ
て
ゐ
る
。
折
の
裏
の
折
端
の
一
句
手
前
が
、
花
の
定
座
で
あ
っ
た
ら
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
御
傘
に
は
、
か
う
い
ふ
記
載
が
あ
る
。

花
、
議
旬
、
脇
、
第
三
ま
で
は
す
べ
し
。
四
句
め
よ
り
面
入
句
の
聞
に
せ
ぬ
事
也
。
叉
、
初
折
の
花
下
旬
に
て
も
く
る
し
か
ら
ず
。
叉
濁
吟
な
れ
ば
十
二
一

句
め
定
座
ま
で
や
ら
ね
共
、
設
旬
、
脇
、
第
三
の
外
入
句
の
内
せ
ぬ
事
と
い
ふ
法
度
も
無
ν
之
い
づ
く
に
で
も
苦
し
か
ら
ず

こ
の
記
載
に
は
、
い
ろ
ノ
＼
な
暗
示
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。

先
づ
、
折
の
裏
の
十
三
句
目
が
、
花
の
定
座
だ
と
い
ふ
こ
と
が
、
は
つ
を
り
意
識
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

お
色
て

叉
、
愛
旬
、
脇
、
第
三
で
は
‘
花
の
句
は
許
さ
れ
る
が
、
他
の
表
五
句
で
は
許
さ
れ
な
い
と
い
ふ
の
は
、
花
は
大
事
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
客
．
主
、
宗
匠

キ
い
っ
た
上
手
が
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
、
護
旬
、
脇
、
第
三
と
い
っ
た
特
別
の
場
合
を
除
い
て
は
、
や
す
ら
か
に
行
く
べ
き
或
八
句
で
は
、
出
さ
な
い
の

二
例
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が
、
本
選
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。

、
、

更
に
、
初
折
の
花
は
、
下
旬
で
も
差
支
な
い
と
い
ふ
の
は
、
初
折
の
花
は
、
花
四
本
の
う
ち
で
は
軽
い
も
の
だ
か
ら
、
下
旬
郎
ち
短
句
で
も
差
支
沿
い
が
、

花
の
句
は
、
普
通
、
上
旬
郎
ち
長
句
で
す
べ
ま
霊
さ
を
持
つ
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
か
う
い
ふ
事
か
ら
し
で
も
、
花
の
句
が
特
に
重
要
頑
さ
れ
、
特

別
に
取
扱
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
訣
る
の
で
あ
る
。

叉
、
濁
吟
の
場
合
は
、
折
の
裏
の
十
三
句
目
の
定
座
で
花
を
出
す
の
が
普
通
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
ど
こ
で
出
し
て
も
よ
い
と
い
ふ
の
は
‘
連
衆
で
す
る
場
合

に
は
、
花
の
句
を
出
す
人
が
‘
自
づ
か
ら
定
っ
て
ゐ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
、
出
す
場
所
を
は
っ
含
り
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
濁
吟
の
場
合
は
、
一
人
な
の

、
、

だ
か
ら
、
ど
こ
で
出
し
て
も
よ
い
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
あ
ら
う
。
印
ち
、
連
衆
で
興
行
す
る
場
合
に
は
、
花
を
出
す
人
は
‘
自
ら
定
っ
て
を
つ
て
、
他
の
衆
は
‘

な
る
べ
く
遠
慮
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
紅
梅
干
句
を
椴
ぺ
て
見
る
と
、
こ
の
間
の
事
情
が
は
っ
き
り
す
る
。
紅
梅
千
句
で
、
花
の
句
の
作
者
及
び
鼓
句

の
作
者
の
国
首
は
、
弐
の
ゃ
う
で
あ
る
。

花
の
句

室主

句

-35 ー

長
頭
丸

政
信
、

安
静

E
章
・

九

句

句

五

句

句

四

句

句

........ 
／、

句句

句

及
仙

八

句

香
pb . 
五

句

句

可
頼
三

や
は
り
、
長
頭
丸
卸
ち
貞
徳
が
一
番
多
く
出
し
て
ゐ
る
。
尤
も
、
こ
の
紅
梅
千
句
は
、
友
仙
先
生
の
篤
に
興
行
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
局
、
友
仙
が
特
別
扱

ひ
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
或
は
、
出
勝
ち
で
あ
っ
た
た
め
に
、
花
の
句
の
出
来
が
悪
く
て
意
外
に
花
の
句
の
少
い
人
が
出
た
り
、
そ
の
震
に
、
宗
匠
長
頭
丸
自
身

句

句



が
代
っ
て
花
の
句
が
出
し
た
と
い
ふ
や
う
な
特
別
の
事
情
を
、
割
引
い
て
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
‘
こ
の
数
字
を
こ
の
ま

L

に
信
ず
る
わ
け
に
は
、
無
論

い
か
な
い
。

、折
の
始
か
ら
、
一
座
の
人
の
頭
の
中
に
は
、
花
の
句
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
意
識
が
あ
る
。
だ
が
、
花
の
句
は
ず
る
べ
き
人
が
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ

気
持
か
ら
、
互
に
譲
り
合
ふ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
折
の
終
り
に
近
づ
〈
に
つ
れ
て
、
ど
う
し
て
も
出
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
来
る
。
そ
こ
で
‘

、
、

然
る
べ
き
人
が
、
折
の
裏
の
折
端
で
は
、
儀
り
に
き
は
ど
す
ぎ
る
の
で
、
折
端
の
一
句
手
前
で
出
す
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
来
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
し

て
、
自
ら
、
花
の
定
座
が
、
折
の
裏
の
折
端
の
一
つ
手
前
、
郎
ち
．
十
三
句
目
に
固
定
し
て
来
た
の
で
あ
ら
う
。

訪t

言皆

の

花

花
と
一
一
一
口
へ
ば
‘
楼
の
花
を
指
ナ
の
だ
と
い
ふ
の
が
、
誹
識
の
約
束
で
あ
る
か
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
が
、
初
期
の
誹
譜
で
は
‘
必
ず
し
も
さ
う
で
は

な
い
。
大
分
、
趣
の
鑓
っ
た
花
が
あ
る
。
紅
梅
干
句
か
ら
幾
つ
か
の
例
を
拾
っ
て
見
ょ
う

繭
生
に
も
庭
の
牡
丹
は
か
れ
果
て

さ
く
ら
や
花
の
玉
と
み
ゆ
ら
ん
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一
般
的
に
、
花
と
い
ふ
も
の
指
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
正
花
に
は
な
ら
な
い
。

み
ん
づ
り
と
見
ゆ
る
若
木
や
は
た
ち
花

五
月
雨
ふ
る
き
松
は
何
歳

第
五
番
目
の
百
韻
、
庫
橘
の
巻
の
護
句
で
あ
る
。
は
た
ち
花
は
葉
橘
で
、
み
づ
介
＼
し
く
見
え
る
若
木
が
、
葉
橘
だ
と
い
ふ
句
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
花
は
宛

字
で
、
鍵
論
正
花
で
は
な
い06

臆
病
風
も
秋
も
た
つ
陣

こ
の
場
合
の
花
は
．



0

0

0

 

侍
は
華
紅
葉
よ
り
名
を
お
し
め

寄
道
を
こ
の
む
賀
茂
の
な
に
が
し

陣
中
に
秋
が
立
つ
と
、
何
底
か
ら
と
も
な
く
、
嫌
な
噂
が
た
つ
て
、
陣
中
の
侍
共
が
、
臆
病
風
に
と
り
つ
か
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
前
句
に
艶
し
て
、
侍
た
る
も

の
は
、
花
や
紅
葉
の
散
る
の
を
借
む
よ
り
、
自
分
の
名
を
惜
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
訓
ヘ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
平
常
‘
詩
歌
管
絃
の
遊
に
浮
身
を
や
っ
し
て
ゐ
た
平

家
の
武
士
が
、
富
士
川
の
水
烏
の
弱
音
に
驚
い
た
故
事
を
ふ
ま
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
後
句
は
、
「
名
を
お
し
め
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
勅
撰
集
時
代
の
歌

人
を
聯
想
し
l
l

平
忠
度
あ
た
り
の
聯
想
を
ひ
ろ
げ
て
来
て
ゐ
るl
l

賀
茂
祉
に
ゆ
か
り
あ
る
人
の
如
く
に
し
て
、
古
典
味
を
そ
へ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

、

の
句
は
、
前
句
が
秋
で
‘
後
句
は
雑
な
の
だ
か
ら
、
秋
と
も
雑
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
営
時
の
考
ヘ
方
か
ら
す
れ
ば
、
雑
な
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
こ
の
華

、
、紅
葉
は
正
花
な
の
で
あ
る
。
御
傘
に
「
花
紅
葉
正
花
な
れ
ど
も
雑
也
」
と
い
ふ
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
か
う
い
う
事
情
が
訣
る
の
で
あ
る
。
こ
の
花

は
、
秋
の
紅
葉
に
劃
し
て
、
春
の
棲
花
を
指
し
て
ゐ
る
の
だ
が
、
や
L

抽
象
化
し
た
用
語
例
で
あ
る
。
尤
も
、
花
紅
葉
と
い
ふ
語
は
‘
古
く
か
ら
あ
っ
て
‘
簡

単
に
は
言
へ
な
い
語
で
あ
る
が
。

ど
こ
が
ど
こ
ま
で
の
り
ぞ
弘
ま
る

0

0

0

 

花
々
し
化
秋
が
作
る
舟
の
道

長
閑
に
出
た
つ
曲
舞
の
袖

前
句
を
‘
園
家
の
威
令
が
行
は
れ
て
、
ど
こ
ん
＼
ま
で
も
法
律
が
徹
底
す
る
や
う
に
な
っ
た
と
緯
り
、
き
う
い
ふ
盛
ん
な
時
代
に
服
従
し
た
蟹
人
ど
も
が
徴

用
せ
ら
れ
て
、
舟
の
通
る
掘
割
の
工
事
に
、
勢
よ
く
鳳
ん
で
ゐ
る
と
、
付
け
て
来
た
の
で
あ
ら
う
。
後
句
は
、
「
花
々
し
」
を
殺
か
し
て
来
て
、
き
う
い
ふ
花
々

－Z
苦
よ

し
い
時
代
に
、
長
閑
か
に
曲
舞
が
舞
ひ
出
る
と
こ
ろ
だ
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
。
掘
割
完
成
披
露
の
宴
の
曲
舞
と
い
ふ
風
に
具
象
的
に
と
ら
ぬ
方
が
、
揚
句
ら
し

い
趣
を
活
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
場
合
の
花
は
、
著
し
く
抽
象
化
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
正
花
で
あ
る
。
無
論
雑
の
句
で
あ
る
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

か
う
い
ふ
抽
象
化
さ
れ
た
花
は
、
ま
だ
外
に
、
花
や
か
に
、
華
の
み
や
こ
、
花
の
か
ほ
、
花
の
や
う
な
る
と
い
っ
た
類
例
が
多
い
の
で
あ
る
。
尤
も
、
御
傘

0

0

0

0

 

で
は
、
花
や
か
に
が
正
花
万
あ
る
か
ど
う
か
を
疑
っ
て
ゐ
る
が
、
か
う
な
る
と
、
ま
う
首
時
の
約
束
が
、
我
々
に
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。
昔
の
人
の
こ
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0

0

0

0

 

と
だ
か
ら
、
花
や
か
に
と
い
ふ
請
が
、
正
花
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
先
例
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
疑
問
を
持
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

お
躍
を
申
か
へ
る
重
陽

岩能
を呆
かて
すか
みすこ
2う－＞ ~こ
「〉台、

つく
むる
奈や
良華。
坂衣。

花。九
のo 部
袖o と
tこ L 、

大へ
鷹ば
ノj、ぃ

鷹さ
居官み
さょ
せろ
てこ

v当為

肇
に
な
ら
ぺ
し
紙
は
半
玉

花。耀
染。に
の出
五さ
尺ぬ
のう
布ら
や盆
おの
し宿
む
ら
ん
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春
袋
を
し
縫
た
て
も
せ
ず

0

0

0

0

0

 

華
衣
と
い
っ
て
も
‘
特
定
の
衣
を
拝
領
し
た
と
い
ふ
の
で
は
な
く
‘
唯
立
祇
な
衣
を
拝
領
し
た
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
。
花
の
袖
も
、
紋
様
が
大
鷹
・
小
鷹
で

。
。

あ
る
と
こ
ろ
の
、
立
祇
な
袖
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
うL
．
花
染
と
い
ふ
の
も
、
特
別
な
染
め
様
が
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

誹
譜
師
の
飛
躍

誹
譜
の
式
目
が
成
文
化
さ
れ
た
時
に
は
、
花
の
定
座
と
い
ふ
観
念
が
、
は
っ
き
り
意
識
さ
れ
て
ゐ
た
。
だ
が
、
漣
歌
の
式
で
は
、
座
と
い
ふ
ま
で
は
っ
き
り

と
は
意
識
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
誹
譜
師
が
、
花
の
定
座
を
意
識
に
上
せ
て
来
た
の
は
、
誹
譜
の
自
在
性
が
、
白
ら
そ
れ
を
意
識
さ
せ
る
や
う
な
雰
間
気
を
醸



し
出
し
て
来
て
ゐ
た
と
は
い
へ
、
連
歌
師
よ
り
一
歩
踏
み
出
し
て
来
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
誹
譜
師
は
、
煩
雑
な
逼
歌
の
式
を
．
出
来
る
だ
け
振
り
捨
て

て
来
た
。
そ
し
て
、
筒
ひ
に
か
け
て
残
っ
た
僅
か
な
も
の
を
、
今
度
は
逆
に
、
出
来
る
だ
け
活
用
し
て
来
た
。
印
ち
、
花
の
定
座
を
定
め
‘
そ
れ
を
中
心
と
し

て
、
百
韻
に
統
一
を
興
へ
、
整
理
し
て
、
そ
こ
か
ら
生
れ
る
統
一
感
の
殻
果
に
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
貞
徳
始
め
、
初
期
の
誹
譜
師
蓮
が
、
そ
こ
ま
で
意
識
し

て
ゐ
た
と
は
一
一
一
日
へ
な
い
が
、
結
果
か
ら
見
る
と
、
さ
う
い
ふ
こ
と
が
一
一
一
一
口
へ
る
の
で
あ
る
。

芭
蕉
七
部
集
に
見
え
て
ゐ
る
一
巻
々
々
は
、
宛
も
濁
吟
で
あ
る
か
の
様
に
整
然
と
し
て
ゐ
て
、
或
統
一
感
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
目
安
が
花
の
座
に

置
か
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
見
方
も
成
立
つ
で
あ
ら
う
。
芭
蕉
は
‘
貞
徳
を
初
め
と
す
る
初
期
の
誹
譜
師
遠
の
業
績
の
暗
示
を
敏
感
に
受
け
と
っ
て
、
文
血
中
的
に
、

そ
れ
を
利
用
し
て
来
た
の
だ
。
旗
門
時
代
の
、
標
準
的
な
、
誹
譜
の
形
式
は
歌
仙
で
あ
っ
た
。
近
代
的
な
感
じ
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
三
十
六
句
の
歌
仙
と
い

ふ
形
式
が
‘
一
番
ま
と
ま
り
や
す
く
、
丈
島
e的
に
醇
な
作
物
を
生
む
に
泊
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
歌
仙
で
は
、
花
の
座
は
、
一
の
折
の
裏
の
十
一
句
目
と

名
残
の
折
の
裏
の
五
句
目
で
あ
る
。
印
ち
、
各
折
に
一
つ
づL
配
常
さ
れ
、
折
の
一
義
の
折
端
の
一
句
手
前
が
、
花
の
座
に
な
っ
て
ゐ
る
。
百
韻
に
於
け
る
花
の

座
を
‘
機
械
的
に
縮
小
し
て
来
た
ま
で
の
事
で
あ
る
。
花
と
い
ふ
語
の
用
語
例
も
、
蕉
門
に
な
る
と
、
次
第
に
楼
の
花
を
指
す
や
う
に
統
一
さ
れ
て
来
て
ゐ
る
。
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四

花

七

月

通
歌
の
式
は
、
後
宇
多
天
皇
の
建
治
年
聞
に
、
既
に
、
建
治
式
目
が
あ
っ
た
と
侍
へ
て
ゐ
る
が
、
勿
論
、
現
存
し
な
い
。
そ
れ
か
ら
約
百
年
後
、
吉
野
北
朝

の
後
光
厳
院
の
臆
安
五
年
に
、
際
安
式
目
が
制
定
さ
れ
た
と
停
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
際
安
式
目
は
そ
の
後
約
八
十
年
、
後
花
園
犬
皇
の
享
徳
年
間
に
臆
安
式
目
の

制
定
者
二
僚
良
基
の
孫
一
傑
乗
良
が
事
故
師
高
山
宗
瑚
の
意
見
を
徴
し
て
改
定
し
た
新
会
必
恥
か
ら
、
そ
の
悌
を
た
ど
る
こ
と
が
出
来
る

o

新
式
追
加
は
、
大

ざ
っ
ぱ
な
も
の
で
あ
っ
た
迫
歌
の
式
が
、
賞
作
の
経
験
か
ら
蹄
納
し
た
結
果
を
と
り
こ
ん
で
次
第
に
細
密
化
し
、
そ
の
極
賠
に
到
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

後
は
こ
の
新
式
迫
加
の
忠
貨
な
踏
襲
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
新
式
遁
加
で
は
、
花
の
句
は
‘
ど
う
い
ふ
風
に
取
り
扱
は
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
新
式
迫
加

に
か
う
い
ふ
記
載
が
あ
る
。



一
座
三
句
物

o
E
o

懐
紙
を
か
ゆ
ぺ
し
。
似
物
之
花
は
。
此
外
な
る
べ
し
。
近
年
篤
－
函
句
之
物4
儀
花
其
内
有
ぺ
し
。
花
。
紅
葉
と
一
疋
て
も
。
花
四
之
内
た

Z

り
。
花
あ
る
固
に
。
棲
嫌
レ
之
。
心
の
花
。
似
物
の
花
同
前
。
叉
。
花
可
レ
局
一
｝
コ
一
句
－
之
由
。
有
－
－
其
沙
汰
吋
然
而
可
レ
謂
＝
無
念
－
乎
。
所
詮

四
句
三
句
共
。
以
不ν

可
レ
有
＝
子
細
－
歎

花
は
、
一
座
三
句
物
の
中
に
入
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
百
韻
の
う
ち
で
、
三
度
ま
で
は
出
し
て
よ
い
語
に
な
っ
て
ゐ
る

o

「
懐
紙
を
か
ゆ
ぺ
し
」
と
い
ふ
の
は
‘

同
じ
折
に
、
花
の
句
が
二
句
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
近
年
に
な
っ
て
、
花
は
一
座
四
句
之
物
に
な
っ
た
と
い
ふ
記
載
を
合
せ
考
へ
て
み
る
と
‘

泊
切
に
、
各
折
に
、
花
の
句
は
、
一
旬
づL
あ
る
べ
し
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
然
L
．
新
式
迫
加
に
は
、
更
に
、
「
叉
。
花
可
レ
潟
三
→
一
句
－
之
由
。
有
－
－
其
沙
汰
吋

然
而
可
レ
謂
－
丞
公
子
乎
。
所
詮
四
句
三
句
共
。
以
不

ν
可
ν
有
国
』
子
細
目
敏
」
と
い
ふ
風
に
、
花
は
四
句
か
三
句
か
を
疑
ひ
、
結
局
は
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
い
ふ

風
に
解
決
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
か
う
い
ふ
疑
問
を
整
理
し
て
、
合
理
的
に
し
よ
う
と
す
る
時
代
に
な
っ
て
ゐ
る
の
だ
。

こ
の
新
式
迫
加
が
成
っ
た
享
徳
一
万
年
か
ら
六
年
前
、
文
安
二
年
八
月
十
五
日
に
浦
尾
し
て
ゐ
る
月
千
旬
、
そ
れ
よ
り
一
一
一
年
後
、
賓
徳
三
年
に
成
っ
た
賓
徳
千

僚
が
、
今
日
ま
で
残
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
二
つ
の
わ
め
に
よ
っ
て
、
式
の
意
の
あ
る
所
を
考
へ
て
見
て
も
よ
い
で
あ
ら
う

o

賓
徳
千
句
は
、
設
句
が
す
べ
て
花
の

句
で
あ
る
花
官
僚
で
あ
る
か
ら
、
花
の
句
の
位
置
を
調
べ
て
見
ょ
う
と
す
る
今
の
目
的
に
は
、
そ
ぐ
は
な
い
。
そ
こ
で
、
新
式
遁
加
の
蔭
の
立
案
者
で
あ
る
高

山
宗
瑚
等
に
よ
っ
て
巻
か
れ
て
ゐ
る
月
千
句
に
就
て
、
花
の
句
の
教
と
所
在
を
検
ぺ
て
見
ょ
う
。
勿
論
、
こ
の
千
句
は
新
式
と
凡
て
よ
い
。
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一
の
折
で
は
、

表
の
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

例

表
の
四
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

例

表
の
五
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

伊j

表
の
七
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

例



裏
の
六
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
八
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
九
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
一
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
四
句
自
に
来
て
ゐ
る
も
の

二
の
折
で
は

表
の
二
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
五
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
七
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

，、

表
の
九
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
十
一
旬
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
一
一
一
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
一
旬
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
二
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
三
句
自
に
来
て
ゐ
る
も
の

三
の
折
で
は

表
の
一
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
六
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

例
二
例初j

二
例仰j例例例例例例
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例例例
二
例

二
例例



表
の
九
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
十
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
四
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

一
義
の
五
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

四
の
折
で
は

表
の
一
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
七
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
九
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
一
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
一
旬
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
四
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

例仰j 仰j 例例例例例
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仰j初j例例例

裏
の
七
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の
一
例

こ
れ
を
見
る
と
、
花
は
四
句
で
あ
り
‘
夫
々
、
各
折
に
配
常
さ
れ
て
ゐ
る
。
但
し
、
そ
の
位
置
は
直
々
で
あ
っ
て
、
座
は
な
い
。
折
の
表
裏
の
直
別
も
な
い
。

教
の
上
の
制
約
は
あ
る
が
、
位
置
の
方
の
制
約
は
な
い
。
そ
れ
は
、
辿
歌
の
式
は
去
嫌
を
始
め
と
し
て
、
極
め
て
複
雑
な
制
約
を
設
け
て
ゐ
る
篤
に
、
花
の
座

を
設
け
る
こ
と
が
．
賓
際
上
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ら
うL
．
従
っ
て
、
連
歌
師
の
頭
の
中
に
、
座
と
い
ふ
観
念
が
浮
ぷ
絵
地
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

花
が
一
座
三
句
物
に
配
賞
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
花
が
、
か
な
り
あ
り
ふ
れ
た
題
材
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
或
は
、
百
韻
に
必
ず



三
度
は
出
て
こ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
重
要
な
題
材
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
‘
簡
単
に
は
言
へ
な
い
。
短
歌
の
士
で
、
あ
れ
だ
け
使
ひ
ふ
る
さ
れ
た
郭

公
や
春
雨
が
、
一
座
一
句
物
に
配
賞
さ
れ
て
ゐ
る
事
貨
な
ど
も
‘
合
せ
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

が
、
一
座
三
句
物
の
中
で
、
花
が
最
も
よ
く
使
は
れ
た
題
材
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
一
一
日
へ
る
。
新
式
迫
加
で
一
座
三
句
物
に
配
賞
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
が
、
月
千
句

に
何
度
位
出
て
来
る
か
‘
そ
の
頻
度
教
を
去
に
し
て
見
る
と
、
弐
の
や
う
に
な
る
。岸

五
句

草
花
へ
花
の
草
庵
－

Jな
し
陸

遁
て
／
花
の
草
枕
」

E

花
と
い
ふ
題
材
が
、
医
倒
的
に
頻
繁
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
座
コ
一
句
物
と
い
ふ
消
極
的
な
規
約
か
ら
、
百
韻
に
花
四
本
と
い
ふ
積
極
的
な

規
約
に
な
っ
て
来
た
理
由
を
、
こ
L

に
考
へ
て
よ
い
と
思
ふ
。
勿
論
、
そ
の
理
由
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
が
。

、
、
、
、
、
、
、
、

も
と
ノ
＼
連
歌
で
は
、
月
・
花
の
句
が
、
特
別
に
扱
は
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
良
基
の
筑
波
問
答
に
し
て
も
、
宗
砥
の
吾
妻
問
答
に
し
て
も
、

、
、
、
、

月
・
花
の
句
を
特
別
に
と
り
あ
げ
で
は
ゐ
な
い
。
唯
、
さ
L

め
一
一
一
日
に
、
僅
に
、
月
・
花
・
零
の
句
を
特
別
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
ふ
先
例
が
あ
る
こ
と
を
述
べ

て
ゐ
る
。
さ
う
い
ふ
月
・
花
の
句
の
取
扱
が
、
特
別
の
も
の
と
し
て
目
立
つ
や
う
に
な
っ
て
来
る
の
は
、
ど
う
い
ふ
わ
け
で
あ
ら
う
か
。
通
歌
師
連
が
、
始
は
、

無
意
識
に
使
っ
て
ゐ
た
月
・
花
と
い
ふ
題
材
を
‘
特
に
寧
置
す
る
意
識
を
持
ち
は
じ
め
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
だ
が
、
そ
も
／
＼
の
、
何
故
花
が
一
座
三

句
物
に
配
管
さ
れ
て
ゐ
る
の
か
と
言
ふ
理
由
は
、
こ
の
酷
か
ら
は
解
決
出
来
な
い
。
短
歌
、
殊
に
勅
撰
集
に
於
け
る
歌
の
分
類
法
や
和
歌
の
題
と
の
闘
係
等
か

ら
、
考
へ
直
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

花

三
十
七
句

句

夏
月

春
月

五
句

朝日

紅
葉

五
句

棲

二
句

二
句

都

瀧

四
句

十
句

盤

な
し

鶏

七
句

車

鹿

句

な
し

連

歌

の

花

連
歌
に
於
け
る
花
と
い
ふ
語
の
用
語
例
段
、
誹
諮
の
そ
れ
と
は
、
少
し
建
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
月
千
句
の
中
か
ら
、
幾
っ
か
花
の
句
を
引
例
し
て
見
ょ
う
。

多
月

五
句

落
葉

二
句

出
用
・

3
剛
山
町

二
句

荻

な
し

文

四
句

な
し

藤

五
句

薄

二
句

狩

句

濁

句
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見
れ
ば
都
の
若
菜
つ
む
頃

い
ま
幾
日
あ
り
て
か
花
を
尋
ま
し

春
よ
り
後
そ
こ
こ
ろ
か
は
れ
る

連
歌
で
花
と
い
へ
ば
、
棲
の
花
を
指
ナ
こ
と
に
間
違
ひ
な
い
。
野
例
措
を
具
わ
た
す
と
、
都
な
ら
若
菜
を
摘
む
時
分
だ
と
い
ふ
前
句
に
鞠
し
、
ま
う
幾
目
し
た

ら
、
楼
の
花
を
尋
ね
て
、
こ
の
野
を
行
く
こ
と
だ
ら
う
か
と
つ
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
「
春
日
野
の
飛
火
の
野
守

摘
み
て
む
」
を
ふ
ま
へ
て
ゐ
る
の
だ
。

踊
る
雁
か
た
れ
こ
し
路
の
こ
と
と
は
ん

雪
の
白
根
は
花
そ
咲
ら
し

草
深
き
野
樗
の
芹
を
つ
み
分
て

出
て
見
よ

い
ま
幾
日
あ
り
て
若
菜

、
、
、
、

こ
の
花
は
、
雪
の
花
で
、
新
式
迫
加
で
言
ふ
と
こ
ろ
の
似
物
之
花
で
あ
る
か
ら
正
花
で
は
な
い
。
越
路
に
踊
っ
て
行
く
春
の
雁
よ
、
問
ひ
か
け
を
す
る
か
ら

越
路
の
こ
と
を
聞
か
せ
て
く
れ
と
い
ふ
前
句
に
鞠
し
‘
越
路
へ
踊
る
路
の
甲
斐
の
白
根
‘
富
士
山
で
は
、
雲
が
降
っ
て
、
花
が
咲
い
た
や
う
に
見
え
る
に
蓮
ひ

な
い
と
、
雁
が
答
へ
て
ゐ
る
や
う
に
と
り
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
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烏
を
あ
ま
た
の
烏
の
噌
り

風
渡
る
軒
は
の
木
々
の
花
飛
で

梅
を
わ
き
で
そ
神
は
愛
け
る

こ
の
花
に
な
る
と
、
前
句
と
の
闘
係
で
は
、
恐
ら
く
、
楼
の
花
に
な
る
の
で
あ
ら
う
が
、
後
句
と
の
闘
係
で
は
、
梅
の
花
に
な
る
。
近
く
の
木
々
で
、
烏
が

調
停
山
鳴
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
前
句
に
鈎
し
、
家
の
軒
先
の
棲
の
木
々
か
ら
、
風
に
の
っ
て
落
花
が
飛
ん
で
来
る
と
つ
け
て
ゐ
る
。
そ
の
軒
を
社
家
の
軒
と
見
た
て
、

菅
公
を
ふ
ま
へ
て
、
後
句
は
つ
け
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
。
こ
の
句
に
な
る
と
、
花
の
用
語
例
が
、
や

L

動
揺
し
て
ゐ
る
。

ふ
か
草
山
は
さ
く
ら
咲
こ
ろ



花
の
春
人
の
往
来
に
野
は
枯
て

暮
ぬ
る
方
や
霞
し
く
ら
ん

新
式
追
加
に
は
、
「
花
あ
る
面
に
。
楼
嫌

ν
之
」
と
あ
る
が
、
こ
の
句
の
場
合
の
や
う
に
。
花
の
句
と
棲
の
句
が
隣
接
し
て
を
れ
ば
、
差
支
な
い
の
で
あ
ら
う
。

後
に
も
‘
か
う
い
ふ
例
は
多
く
、
作
法
書
に
も
、
こ
れ
を
許
し
て
ゐ
る
。
邸
ち
‘
花
の
句
が
、
前
句
乃
至
後
句
に
棲
の
句
を
伴
っ
て
を
る
場
合
は
‘
そ
の
花
が

棲
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
り
、
花
と
棲
が
鞠
立
し
た
二
一
請
の
印
象
を
輿
へ
ず
、
援
の
花
と
い
ふ
一
語
の
印
象
を
輿
へ
る
と
感
じ
た
の
で
あ
ら
う
。
花
が
棲
の

花
を
指
す
や
う
に
な
る
経
過
を
見
せ
て
ゐ
る
の
だ
。
何
故
花
と
い
ふ
語
が
、
こ
の
や
う
に
浮
動
し
た
用
語
例
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
は
、
短

歌
に
於
け
る
花
の
用
語
例
を
調
べ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
こ
L

で
言
へ
る
こ
と
は
、
花
の
用
語
例
が
謡
歌
を
通
じ
て
、
弐
第
に
棲
の
花
を
指
す
こ
と

に
固
定
し
‘
更
に
誹
譜
に
到
っ
て
、
新
し
い
分
化
を
見
せ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
更
に
注
意
す
ぺ
ぎ
こ
と
は
、
棲
と
い
ふ
語
と
花
と
い
ふ
語
は
‘
同
僚

値
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
だ
。
印
ち
楼
と
い
ふ
語
で
は
花
の
代
用
に
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
叉
、
短
歌
の
歴
史
に
湖
っ
て
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問

題
で
あ
る
。
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花

の

下

漣
歌
の
宗
匠
は
．
花
の
下
と
い
ふ
稽
披
を
持
っ
て
ゐ
る
。
花
園
天
皇
の
膝
長
年
聞
に
、
善
阿
法
師
が
始
め
て
、
花
の
下
の
宗
匠
を
許
さ
れ
た
と
い
ふ
が
、
そ

の
時
が
．
始
め
と
い
ふ
わ
け
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

何
故
連
歌
の
宗
匠
が
花
の
下
と
い
ふ
稀
披
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
後
嵯
峨
天
皇
の
寛
元
の
頃
か
ら
、
地
下
の
連
歌
師
が
、
嵯
峨
の
毘
舎
門
堂
や
白

川
の
法
勝
寺
や
鷲
の
尾
寺
等
の
花
の
下
で
、
群
集
を
よ
せ
て
連
歌
曾
を
行
ひ
‘
そ
れ
に
因
ん
で
、
地
下
の
謡
歌
師
の
こ
と
を
、
や
が
一
円
か
一
世
一
酔
炉
、
わ
か
子
小

、
、好
士
等
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
俸
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
営
時
の
連
歌
は
、
恐
ら
く
、
大
衆
の
－

h小
川
引
で
あ
っ
て
、
群
衆
の
中
か
ら
、
早
く
巧
に
付
け
る
も
の
が
賞

讃
さ
れ
た
に
遺
ひ
な
い
。
そ
し
て
、
さ
う
い
ふ
も
の

L

中
か
ら
、
宗
匠
が
あ
ら
は
れ
て
、
隠
者
と
し
て
擢
門
に
出
入
り
す
る
も
の
も
出
て
来
た
で
あ
ら
う
。
さ



う
い
ふ
地
下
の
題
歌
が
弐
第
に
、
堂
上
に
影
響
を
及
し
て
行
っ
た
の
は
、
後
鳥
羽
院
の
代
を
遡
る
、
還
に
遠
い
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
う
。

群
衆
が
集
っ
て
、
謡
歌
を
か
け
合
は
せ
る
と
い
っ
た
行
事
が
、
ど
う
し
て
、
花
の
咲
く
時
分
に
行
は
れ
た
か
。
我
々
に
は
、
ま
う
そ
の
理
由
が
訣
ら
な
く
な

っ
て
ゐ
る
。
農
村
行
事
と
し
て
残
っ
て
ゐ
る
、
短
歌
や
謡
歌
を
か
け
合
せ
る
風
は
、
秋
田
勝
田
津
湖
畔
の
例
で
は
、
盆
に
な
っ
て
を
り
、
土
佐
と
阿
波
の
閣

境
、
柴
野
峠
の
例
で
は
、
奮
正
月
に
な
っ
て
ゐ
る
。
鎌
倉
も
末
の
代
に
な
れ
ば
、
花
の
時
分
が
群
衆
が
寄
る
の
に
越
し
い
時
節
だ
と
い
ふ
位
に
理
解
し
て
ゐ
た

か
も
知
れ
な
い
。

、
、

花
の
下
で
行
は
れ
る
興
行
だ
か
ら
、
営
然
花
が
、
大
事
な
て
ま
に
な
る
。
護
句
に
す
べ
て
花
を
詠
む
花
千
句
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
生
れ
て
来
る
わ
け
で
あ

る
。
月
千
句
が
、
八
月
十
五
日
に
巻
か
れ
る
も
の
で
あ
る
の
と
‘
軌
を
一
に
す
る
。
連
歌
に
於
け
る
花
の
句
の
考
察
は
、
か
う
い
ふ
方
面
か
ら
も
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

月

の

座
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、
、
、
、
、
、

月
に
闘
す
る
項
目
は
、
御
傘
は
、
ま
と
ま
り
が
悪
い
の
で
、
増
補
は
な
ひ
草
の
そ
れ
を
引
い
て
見
ょ
う
。
増
補
は
な
ひ
草
は
、
寛
永
廿
年
、
御
傘
が
書
か
れ

司
、
、

る
十
年
前
に
出
板
さ
れ
た
花
火
草
を
、
後
に
御
傘
を
参
照
し
て
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。
管
具
に
入
っ
た
の
は
、
延
賓
六
年
上
梓
の
も
の
で
あ
る
。

月
面
二
づ
L

也
月
と
月
の
間
五
句
也
。
春
夏
多
共
、
一
季
三
ニ
迄
も
有
べ
し
。
有
明
一
、
此
内
－
一
有
て
も
よ
し
。
秋
の
有
明
一
、
三
ヶ
月
は
四
季
の
閲
－
一

一
也
。
三
カ
月
と
有
明
と
同
季
に
で
も
よ
し
。
但
八
な
が
ら
秋
に
で
も
不
ν
苦
。
名
残
の
う
ら
之
仏
大
か
た
な
き
故
七
也
。

要
約
す
る
と
、
次
の
や
う
に
な
る
か
と
思
ふ
。

一
、
月
は
、
各
の
折
の
表
、
裏
に
、
一
句
づ
つ
あ
る
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
。
卸
ち
、
百
韻
に
八
つ
あ
る
。

二
、
月
の
句
と
月
の
句
は
五
句
隔
て
る
べ
き
こ
と

三
、
春
月
．
夏
月
、
各
月
は
、
春
月
な
ら
春
月
ば
か
り
で
一
一
一
つ
迄
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
ふ
こ
と
。
勿
論
春
丹
、
夏
月
、
各
月
と
い
ふ
風
に
一
つ
づ
ミ
で
も
よ



い
。
そ
の
う
ち
に
有
明
の
月
が
入
つ
で
も
よ
い
。

四
、
春
・
夏
・
多
の
有
明
の
月
の
外
、
秋
の
有
明
の
月
が
一
つ
あ
っ
て
も
よ
い
。
三
ヶ
月
は
、
四
季
の
月
の
中
で
－
一
つ
で
あ
る
こ
と
。

五
、
多
有
明
、
各
三
ヶ
月
と
い
ふ
風
に
、
有
明
と
三
ヶ
月
は
、
同
季
で
重
っ
て
も
よ
い
と
い
ふ
こ
と
。

六
、
百
韻
の
八
つ
の
月
全
部
が
秋
の
月
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
ふ
こ
と
。

七
、
名
残
の
折
の
裏
に
は
、
月
の
句
が
な
い
の
が
普
通
だ
か
ら
、
賓
際
は
、
百
韻
に
月
は
七
つ
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
。

こ
れ
で
見
て
も
わ
か
る
様
に
、
月
に
は
、
定
座
と
い
ふ
意
識
が
は
っ
き
り
し
て
ゐ
な
い
。
と
こ
ろ
で
‘
賓
際
に
、
作
物
の
上
で
は
、
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
紅

梅
干
句
に
つ
い
て
、
月
の
句
の
所
在
を
検
ぺ
て
見
ょ
う
。

一
の
折
で
は
、

表
の
一
旬
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
四
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
五
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
六
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
七
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
八
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
六
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
λ
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
九
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

一
例
（
月
の
弓
）
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例
（
一
例
は
春
月
）

例仰j
一
例

三
例
（
一
例
は
春
玉
兎
）

一
例

二
例

一
例
（
月
弓
）

二
例伊j



裏
の
十
一
旬
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
二
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

ニ
の
折
で
は
、

表
の
六
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
七
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
八
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の
．

表
の
十
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
十
一
旬
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
十
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
五
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
七
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
一
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

三
の
折
で
は
、

表
の
ニ
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
五
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
九
句
・
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
f
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

例例初j例仰j一
例

一
例

五
例
（
一
例
夏
月
）

二
例
（
一
例
各
月
）

一
例

三
例
（
一
例
月
待
）

三
例
（
一
例
月
弓
‘

例
一
例

一
例
（
各
月
）

一
例

一
例
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一
例
三
ヶ
月
）



一
例

一
例

一
例

一
例
（
一
例
春
月
）

表
の
十
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の
六
例
ご
例
五
月
、

表
で
見
る
と
、
一
の
折
の
七
句
目
、
二
の
折
．
三
の
折
．
名
残
の
折
の
十
三
句
目
、
裏
で
見
る
と
、

或
は
十
一
句
旬
、
コ
一
の
折
で
は
十
句
目
が
、
月
の
定
座
ら
し
く
も
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
動
揺
し
て
ゐ
る
。
殊
に
折
の
表
に
く
ら
べ
る
と
裏
の
方
が
動
揺
が
は
げ
し

い
。
そ
れ
は
折
の
裏
の
十
三
句
目
が
花
の
定
座
で
平
く
固
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
更
に
月
の
定
座
を
設
け
て
し
ま
ふ
と
、
窮
屈
す
ぎ
る
の
で
‘
各
折
の
裏
の

月
は
、
な
る
べ
く
自
由
に
し
て
お
い
て
、
ま
づ
月
の
句
を
出
し
て
お
い
て
、
そ
れ
か
ら
花
の
定
座
を
す
る
と
い
ふ
の
が
常
法
だ
っ
た
矯
で
あ
ら
う
。
儀
り
に
月

の
句
が
花
の
句
に
接
近
す
る
と
、
秋
か
ら
春
へ
手
掛

h
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
勢
ひ
、
月
を
繰
り
あ
げ
て
す
る
や
う
に
も
な
っ
た
。
尤
も
、
宗
匠
の
手
腕
の
見

表
の
十
一
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
十
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
八
句
自
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
九
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
、
一
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
二
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

裏
の
十
三
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

四
の
折
で
は
、

表
の
五
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
六
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
八
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

表
の
十
二
句
目
に
来
て
ゐ
る
も
の

仰j
五
例
（
一
例
月
弓
）

一
例例

三
例
（
一
例
多
月
）

例例
二
例
（
二
例
月
・
花
）
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一
例
宇
月
）

一
の
折
の
十
一
句
又
は
九
句
目
、
二
の
折
で
は
十
句
目



せ
所
と
し
て
、
月
の
句
を
わ
ざ
と
遅
ら
せ
て
、
季
移
り
を
き
は
ど
く
昆
せ
る
と
い
っ
た
や
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
で
は
あ
ら
う
が
。

花
の
定
座
が
月
の
定
座
よ
り
早
く
固
定
し
た
の
は
、
花
の
定
座
は
四
ケ
所
で
あ
る
の
に
針
し
、
月
の
定
座
は
七
乃
至
入
ケ
所
で
あ
る
た
め
、
月
の
定
座
が
固

定
し
た
の
で
は
、
窮
屈
す
ぎ
る
と
考
へ
た
た
め
で
あ
る
。
花
の
座
を
月
の
座
よ
り
貫
一
く
考
へ
た
と
い
ふ
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
花
の
座
の
な
い
各
折
の
表
で
は
‘

月
の
座
は
、
折
端
の
一
句
手
前
に
固
定
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
花
の
座
の
な
い
折
々
で
は
、
花
の
座
に
代
る
も
の
と
い
ふ
風
に
考
へ
ら
れ
た
た
め
で
あ

ら
う
。

~~ 

譜
’
の

月

誹
譜
に
出
て
来
る
月
に
も
特
殊
な
用
語
例
が
あ
る
。
紅
梅
千
句
の
中
か
ら
拾
っ
て
見
ょ
う
。

。
。

あ
し
よ
は
に
出
る
月
毛
の
駒
は
う
し

。
。月
弓
の
畿
は
影
ほ
ど
お
ぼ
え
た
り

0

0

0

 

月
の
物
の
あ
い
だ
は
そ
ば
へ
お
よ
り
あ
る
な

月
毛
は
月
毛
の
駒
で
あ
ら
う
し
‘
月
の
物
は
月
経
だ
ら
う
が
、
月
弓
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
等
は
月
と
い
ふ
一
菅
が
入
っ
て
ゐ
る
だ
け
で
、
天
位
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の
月
と
は
、
関
係
が
極
め
て
薄
い
。

。
。半
月
の
申
告
に
名
の
た
つ
め
た
な
ば
た

。
。

目
の
本
復
も
月
待
の
か
げ

。
。

影
に
猶
五
月
の
節
は
名
残
お
し

0

0

0

 

燈
鐘
も
う
つ
る
月
し
ろ
の
掘

。
。

ぴ
い
ど
ろ
の
障
子
に
玉
菟
冴
還
り



半
月
除
、
満
月
の
半
分
の
月
と
い
ふ
こ
と
で
、
七
夕
時
分
の
月
を
指
し
て
ゐ
る
。
月
待
は
、
月
待
講
の
こ
と
で
、
月
待
の
念
僻
講
の
御
蔭
で
、
目
の
病
が
本

復
し
た
と
で
も
言
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。
五
月
は
月
次
の
五
月
で
あ
る
。
玉
菟
は
月
の
異
名
。
月
し
ろ
は
、
月
の
出
ば
な
に
塞
が
明
る
く
な
る
朕
態
を
一
一
一
日
ふ
。
か

う
い
ふ
月
も
あ
る
の
だ
。

か
う
い
ふ
俳
識
の
用
語
例
な
ど
は
、
で
た
ら
め
な
も
の
で
あ
る
が
‘
そ
れ
に
し
て
も
、
月
は
季
節
に
よ
り
春
月
、
夏
月
、
秋
月
、
多
月
、
更
に
、
有
明
月
、

一
一
一
ヶ
月
と
い
ふ
風
に
細
か
く
分
化
し
て
用
い
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
何
故
で
あ
ら
う
か
。
勿
論
、
月
に
、
季
節
の
も
の
を
配
す
れ
ば
、
そ
の
季
の
月
と
な
る
の
だ

が
、
培
補
は
な
ひ
草
に
「
但
、
八
な
が
ら
秋
に
で
も
不
ν
苦
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
察
す
れ
ば
、
百
韻
に
八
つ
の
月
は
、
皆
秋
月
で
あ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
が
、
さ
う
す
る
と
、
八
つ
の
面
に
、
そ
れ
ん
＼
秋
の
月
が
配
さ
れ
‘
そ
の
前
後
三
句
な
り
五
句
な
り
が
、
秋
と
な
り
、
百
韻
の
そ
の
部
分
が

固
定
し
て
窮
屈
に
な
る
た
め
に
、
早
く
か
ら
春
月
、
夏
月
、
各
月
と
い
っ
た
季
節
の
月
の
入
る
こ
と
を
許
し
た
と
い
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

連

歌

の

月
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室
町
も
末
、
後
土
御
門
天
皇
の
明
臆
三
年
に
出
板
さ
れ
て
ゐ
る
除
和
船
舟
を
見
る
と
、
花
、
月
、
雲
を
と
り
あ
げ
て
述
べ
て
ゐ
る
が
、
月
に
つ
・
い
て
は
、

月
和
漢
共
－
二
二
旬
。
五
句
ツ
グ
キ
テ
モ
不ν
苦

と
し
て
ゐ
る
。
郎
ち
‘
月
の
句
は
、
和
句
も
漠
句
も
、
百
韻
中
に
、
各
三
句
づ
っ
す
べ
き
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
き
う
す
る
と
‘
月
は
六
句
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
。
「
五
句
”J
d
yキ
一
ア
モ
不
レ
苦
」
と
い
ふ
の
は
．
よ
く
わ
か
ら
ぬ
が
、
和
句
の
付
句
で
五
句
し
て
し
ま
っ
て
も

l

ー
さ
う
す
る
と
、
漠
句
は
一
旬
と
い
ふ
こ

と
に
な
る
が
l
l

、
叉
、
漢
句
で
五
句
し
て
し
ま
っ
て
も
ー
ー
さ
う
す
る
と
、
和
句
は
一
旬
に
な
る

l
l

．
か
ま
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
誹
譜
の
式

目
の
直
接
の
源
で
あ
る
、
和
漢
聯
句
の
式
で
、
月
の
句
は
、
か
う
い
ふ
風
に
取
り
扱
は
れ
て
ゐ
る
。

新
式
抽
出
加
で
は
、
月
の
句
は
、
弐
の
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
。

一
座
三
句
物



春
月
。
弐
下
請
一
。
夏
月
。
嗣

o
多
月
。
鴻
。
一
頭
取
一
竺
一
一
一
一
吉
備
乏

一
座
四
句
物

長
月
四
季
各
前

－
注
ν
之

郎
ち
、
春
月
、
夏
月
、
多
月
は
‘
一
座
三
句
物
で
、
三
句
出
す
場
合
は
、
春
月
、
春
有
明
、
春
三
日
月
と
い
ふ
風
に
出
し
て
も
よ
い
。
夏
月
、
各
月
の
場
合

も
同
様
。
有
明
は
、
春
夏h手
の
う
ち
一
つ
は
出
し
て
よ
く
．
三
日
月
は
、
四
季
の
中
一
つ
は
出
し
て
よ
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
、
長
明
が
、
一

座
四
句
物
に
入
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
秋
の
長
明
は
三
句
ま
で
出
し
て
よ
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
唯
の
月
印
ち
秋
の
月
は
一
座
何
句
物

に
は
出
て
こ
な
い
。
月
は
、
昔
時
の
作
物
か
ら
賠
即
納
す
れ
ば
、
一
座
七
句
物
乃
至
は
一
座
入
句
物
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
一
座
何
句
物
と
い
ふ
分
類
に
は
、

一
座
五
句
物
が
限
度
で
‘
一
座
七
句
物
・
八
句
物
は
、
そ
の
分
類
に
な
い
。
従
っ
て
出
て
来
な
い
わ
け
で
あ
る
。
因
み
に
、
月
千
句
中
に
出
て
来
る
月
の
句
を

月

四
句

夏
月

四
句

在
明
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分
類
し
て
見
る
と

五
十
九
句
春
月
多
月
六
句
一
句

で
、
秋
の
月
が
毘
倒
的
に
多
い
。
百
韻
に
つ
い
て
、
平
均
六
月
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
卸
ち
、
月
は
殆
ど
制
限
の
な
い
と
い
っ
た
程
度
の
、
制
限
の
極
め
て

ゆ
る
い
語
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
A
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
在
明
が
一
座
四
句
物
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
だo

が
、
賓
際
の
作
物
立
は
一
例
し
か
な
い
。
一
陸
、
ー
が

h
か
わ
は
、
連
歌
誹
譜

の
式
・
式
目
を
通
じ
て
、
特
別
な
扱
ひ
を
受
け
て
ゐ
る
が
、
賓
際
の
作
物
に
あ
ら
は
れ
て
来
る
こ
と
は
、
極
め
て
少
い
。
こ
れ
は
、
歌
の
題

l
l

特
に
轡
歌
l

ー
と
し
て
、
か
な
り
繁
く
用
ひ
ら
れ
た
題
材
で
あ
っ
た
矯
に
、
連
歌
・
誹
譜
師
の
頭
の
中
に
、
倉
重
す
べ
し
と
い
ふ
印
象
を
強
く
興
へ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
賓
際

、
、
、
、
、
、

に
は
、
連
歌
・
誹
譜
の
題
材
と
し
て
趨
は
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
か
。
あ
り
あ
け
は
あ
り
あ
け
の
月
の
省
略
で
あ
っ
て
、
男
が
、
通
う
て
ゐ
る
女
の

許
か
ら
踊
る
べ
き
時
刻
に
出
て
ゐ
る
月
で
あ
る
。

柄
故
、
月
が
一
句
何
句
物
と
い
ふ
分
類
に
入
ら
な
か
っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
‘
っ
き
つ
め
て
考
へ
る
に
は
、
歌
に
お
け
る
月
と
い
ふ
題
材
の
取
り
扱
は
れ
方



を
考
察
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
、
さ
う
い
ふ
制
限
の
ゆ
る
い
題
材
を
、
百
韻
中
、
七
月
乃
至
八
月
と
い
ふ
風
に
、
特
別
に
取
り
扱
う
て
来
た
の
は
、

連
歌
師
で
あ
っ
た
。

富余

soｭ
日間

大
畿
、
大
ざ
っ
ぱ
な
蕪
雑
な
考
察
で
は
あ
っ
た
が
、
月
・
花
と
い
ふ
題
材
が
、
連
歌
・
誹
諮
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
、
ど
う
い
ふ
援
化
を
し
て
来
た
か
‘
そ
の

経
過
を
考
へ
て
見
た
わ
け
で
あ
る
。
月
・
花
と
い
ふ
題
材
が
、
連
歌
、
誹
譜
を
通
じ
て
、
倉
重
さ
れ
、
他
の
題
材
を
抽
ん
で
て
多
く
使
は
れ
、
題
材
と
し
て
の

洗
錬
を
経
て
来
た
筋
道
は
考
察
出
来
た
が
、
連
歌
師
・
誹
譜
師
が
、
ど
う
い
ふ
風
に
し
て
、
月
・
花
と
い
ふ
題
材
を
と
り
入
れ
て
来
た
か
と
い
ふ
こ
と
に
は
、

手
を
つ
け
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
に
は
、
連
歌
・
誹
諮
の
考
察
だ
け
で
は
役
に
立
た
ず
、
連
歌
師
の
背
負
っ
て
ゐ
る
歌
と
い
ふ
停
統
、
印
ち
、
歌
で
、
月
・
花
と
い

ふ
題
材
を
、
ど
う
い
ふ
風
に
と
り
扱
っ
て
ゐ
る
か
を
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
特
に
、
勅
撰
集
に
於
け
る
歌
の
分
類
法
、
歌
合
の
題
と
の
関
係
を
合
せ
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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極
め
て
素
撲
な
問
題
、
辿
歌
・
誹
諮
で
、
月
と
言
へ
ば
秋
の
月
を
指
し
、
花
と
一
一
一
口
へ
ば
楼
の
花
を
指
す
と
い
っ
た
約
束
が
ど
う
し
て
生
れ
た
の
か
と
い
っ
た

問
題
に
し
て
も
‘
車
に
連
歌
・
誹
譜
の
歴
史
か
ら
は
、
解
決
が
つ
か
な
い
。
更
に
進
ん
で
日
本
人
が
何
故
、
春
の
花
と
秋
の
月
、
更
に
は
多
の
零
、
夏
の
雨
を
、

四
季
の
代
表
的
な
風
物
で
あ
る
と
い
ふ
風
に
考
へ
た
の
か
と
い
ふ
問
題
に
な
る
と
、
歌
の
歴
史
よ
り
も
っ
と
古
い
、
遠
い
組
先
の
生
活
に
遡
っ
て
考
へ
て
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
同
時
に
、
連
歌
・
誹
譜
師
が
、
月
・
花
と
い
ふ
題
材
を
隼
重
し
、
そ
れ
が
宛
も
、
日
本
の
四
季
の
風
物
の
代
表
で
あ
る
か
の
如
く
考
へ

し
め
る
片
棒
を
か
つ
い
で
ゐ
る
こ
と
も
事
賓
な
の
で
あ
る
。


