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1 

作
者
論
的
な
い
し
歌
壊
史
論
的
方
法
と
、
作
品
論
的
方
法
と
が
和
歌
研
究
の
な
か
で
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
両
者
の
聞
に
い
わ
ば
不
均
等
発
展
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
い
わ
ゆ
る
「
京
極
派
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
福
田

（

l
）
 

そ
の
歌
風
に
関
す
る
要
を
え
た
整
理
が
あ
る
よ
う
に
、
作
品
論
的
検
討
も
か
な
り
す
す
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

秀
一
に
、

の
基
盤
に
よ
り
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
京
極
派
の
和
歌
の
詠
作
方
法
の
一
面
を
、
勅
撰
集
を
対
象
に
ー
ー
す
な
わ
ち
、
京
極
派
の
集
と
し
て

の
『
玉
葉
和
歌
集
』
・
『
風
雅
和
歌
集
』
を
手
が
か
り
に
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。

勅
撰
集
を
対
象
と
す
る
、

と
は
単
に
便
宜
の
た
め
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
勅
撰
集
を
一
個
の
作
品
と
み
な
す
立
場
で
の
方
法
で
あ
っ
て
、

こ
こ
で
い
え
ば
『
玉
葉
集
』
・
『
風
稚
集
』
を
、
京
極
派
の
「
作
品
」
と
か
ん
が
え
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
の
べ
て
お
け
ば
、
和
歌
の
撰
集
、
こ
と
に
勅
撰
集
、
さ
ら
に
典
型
的
に
は
『
古
今
集
』
・
『
新
古
今
集
』
や
『
玉
葉
集
』
な
ど

は
、
そ
れ
自
体
が
「
一
作
品
」
を
な
し
て
い
る
。

お
さ
め
る
と
こ
ろ
の
歌
一
首
ご
と
が
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
、
歌
ど
も
を
部
立
し
排
列
し
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た
集
全
体
が
、
各
首
を
こ
え
て
ひ
と
つ
の
作
品
秩
序
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、

た
と
え
ば
時
間
秩
序
は
く

み
か
え
ら
れ
る
。
「
集
」
の
共
時
的
秩
序
が
っ
く
り
だ
さ
れ
る
、

と
い
っ
て
も
よ
い
。
あ
る
集
（
H
作
品
）
は
固
有
の
時
聞
を
も
ち
、
古
歌
人

を
も
そ
こ
に
吸
収
す
る
わ
け
で
、
『
玉
葉
集
』
に
人
麿
や
貫
之
の
詠
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
彼
ら
は
い
わ
ば
「
京
極
派
の
一
員
」
な

の
で
あ
る
。

例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
『
玉
葉
集
』
巻
八
・
旅
・
一
一
二
四
は
、
「
題
し
ら
ず
」
の
人
麿
の
歌
、

あ
づ
ま
の
の
け
ぶ
り
の
た
て
る
所
み
て
か
へ
り
み
す
れ
ば
月
か
た
ぶ
き
ぬ

（

3
）
 

で
あ
っ
て
、
無
論
、
『
万
葉
集
』
に
あ
る
名
だ
か
い
一
首
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
大
和
の
「
安
騎
野
」
で
の
詠
で
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
し

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
玉
葉
集
』
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
こ
と
と
別
に
、
歌
意
は
、
東
国
を
旅
し
つ
つ
西
の
方
、
都
の
方
角
を
か
え
り
み

（

4
）
 

て
、
月
を
よ
す
が
に
そ
れ
を
し
の
ぶ
態
の
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
「
あ
づ
ま
」
で
の
作
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
京
極
派
の
技
法
の
特
徴
で
あ

る
双
貫
句
法
を
よ
く
し
め
し
て
い
る
点
も
ふ
く
め
て
、
こ
こ
に
は
「
京
極
派
と
し
て
の
人
麿
」
が
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
い
う
る
。

以
下
の
分
析
で
は
、
例
と
し
て
あ
げ
る
も
の
、
通
説
で
の
「
京
極
派
歌
人
」
に
ほ
ぼ
限
定
す
る
が
、
用
語
・
歌
材
に
即
し
て
『
玉
葉
集
』
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・
『
風
雅
集
』
の
「
集
」
と
し
て
の
特
性
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
京
極
派
の
詠
作
方
法
の
機
序
を
み
よ
う
と
す
る
に
つ
い
て
の
見
地
は
、
そ

（

7）
 

う
し
た
立
場
で
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
論
が
お
の
ず
か
ら
、
勅
撰
集
の
和
歌
「
景
物
」
の
属
性
の
問
題
に
お
よ
ぶ
点
に
も
関

連
す
る
。

2 

梅
が
か
は
枕
に
み
ち
て
う
ぐ
ひ
す
の
戸
よ
り
あ
く
る
窓
の
し
の
の
め

藤
原
為
兼
（
『
風
雅
集
』
巻
一
・
春
上
・
八
四
）



雨
の
お
と
の
き
こ
ゆ
る
窓
は
さ
夜
ふ
け
で
ぬ
れ
ぬ
に
し
め
る
灯
の
か
げ

伏
見
院
（
『
玉
葉
集
』
巻
一
五
・
雑
二
・
二
一
六
九
）

あ
か
し
か
ね
窓
く
ら
き
よ
の
雨
の
お
と
に
ね
覚
の
心
い
く
し
ほ
れ
し
つ

永
福
門
院
（
同
・
巻
一
五
・
雑
二
・
二
一
七
一
）

窓
ち
か
き
軒
ば
の
み
ね
は
あ
け
そ
め
て
谷
よ
り
の
ぼ
る
あ
か
つ
き
の
雲

従
三
位
親
子
（
『
風
雅
集
』
巻
一
六
・
雑
中
・
二
三
二
）

詞
書
を
略
し
て
和
歌
本
文
の
み
を
あ
げ
た
が
、

い
ず
れ
も
京
極
派
の
代
表
的
作
者
と
目
さ
れ
る
人
々
の
作
で
あ
り
、

み
る
ご
と
く
「
窓
」

な
る
語
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
予
想
で
き
る
点
は
、
「
窓
」
が
京
極
派
に
特
徴
的
な
歌
材
な
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
京
極
派
の
勅
撰
集
を
他
と
く
ら
べ
れ
ば
容
易
に
確
認
さ
れ
る
。
『
風
雅
集
』
ま
で
の
一
七
代
集
お
よ
び
参
考
と
し
て
『
新
続
古

今
集
』
で
の
、
和
歌
本
文
へ
の
「
窓
」
の
あ
ら
わ
れ
方
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

「
ま
ど
」
を
含
む
歌
の
数
。
（

）
は
内
数
で
四
季
歌
。
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古
今

1
拾
遺
0
／
後
拾
遺
1
（0
）
／
金
葉

1
千
載
。
／
新
古
今
4
（3
）
／
統
拾
遺
2
（0
）
／
続
後
撰
1
（0
）
／
統
古
今
2
（2
）
／
続

拾
遺
4
（0
）
／
新
後
撰
4
（2
）
／
玉
葉
山
m
（9
）
／
統
千
載
2
（1
）
／
続
後
拾
遺
2
（0
）
／
風
雅
印
（
日
）
：
；
：
新
続
古
今
7
（0
）

京
極
派
の
勅
撰
集
は
歌
数
が
お
お
く
、

た
と
え
ば
『
玉
葉
集
』
は
二
八

O
O首
か
ら
な
る
、

と
い
う
点
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
「
窓
」
が

『
玉
葉
集
』
・
『
風
雅
集
』
に
と
く
に
集
中
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
勅
撰
集
の
「
お
も
て
歌
」
と
し
て
の
四
季
部
に
留
意
す
れ
ば
、
対
照
は
い

っ
そ
う
明
確
で
あ
る
。

「
窓
」
の
歌
が
な
い
の
か

（

9
）
 

で
は
京
極
派
に
な
ぜ
「
窓
」
の
歌
が
お
お
い
の
か
。
ー
ー
ー
こ
れ
は
反
面
で
、
従
前
の
、
あ
る
い
は
以
後
も
ほ
と
ん
ど
の
勅
撰
集
に
な
ぜ

（

ω）
 

一
般
化
し
て
、
和
歌
に
な
ぜ
「
窓
」
が
あ
ら
わ
れ
に
く
い
の
か
、

（
な
い
し
稀
な
の
か
）

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
窓
の
欠
如
」
を
か
ん
が
与
え
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
窓
」
と
は
そ
れ
自
体
が
じ
つ
は
欠
如
態
で
あ
る
。
窓
硝
子
と
か
、
十
日
態
で
い
っ
て
ま
ど
ぶ
た
な
ど
は
存
在
す
る
が
、
「
窓
」



な
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
何
か
が
な
い
状
態
の
言
語
的
把
握
（
分
節
）

（日）

な
の
で
あ
っ
て
、
意
味
論
で
い
う
「
欠
如
詞
」

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
で
は
何
の
欠
如
な
の
か
。

古
字
書
が
す
で
に
し
る
し
て
い
る
よ
う
に
、
窓
は
壁
を
う
が
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
「
壁
」
の
欠
如
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

「
壁
」
の
和
歌
に
つ
い
て
、
前
記
「
窓
」
と
同
様
に
勅
撰
諸
集
を
点
検
し
て
み
る
。

「
か
ベ
」
を
含
む
歌
の
数
。
（

）
は
内
数
で
四
季
歌
。

古
今
0
／
後
撰
2
（0
）
／
拾
遺
・
後
拾
遺
0
／
金
葉
1
（0
）
／
詞
花
・
千
載
0
／
新
古
今
1
（0
）
／
新
勅
撰
・
続
後
撰
0
／
統
古
今

1
（0
）
／
続
拾
遺
・
新
後
撰
0
／
玉
葉
1
（0
）
／
続
千
載
・
続
後
拾
遺
0
／
風
雅
6
（5
）
：
：
：
新
続
古
今
1
（0
）

「
窓
」
と
の
関
連
で
い
え
ば
当
然
だ
が
、
や
は
り
「
壁
」
の
歌
が
き
わ
め
て
す
く
な
く
、
「
窓
」
よ
り
も
あ
ら
わ
れ
に
く
い
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
、
『
玉
葉
集
』
で
は
四
季
部
以
外
の
一
例
の
み
で
あ
る
に
し
て
も
、
『
風
雅
集
』
の
数
字
は
、
他
集
と
有
志
差
を
し
め
す
と
か
ん

- :3G -

が
え
う
る
。

以
上
か
ら
、
京
極
派
は
特
徴
的
に
、
窓
と
壁
の
あ
る
世
界
で
歌
を
よ
ん
で
い
る
、

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
口

3 

勅
撰
和
歌
一
般
で
の
「
窓
・
壁
」
の
欠
如
は
、

ひ
と
ま
ず
は
、

王
朝
期
の
貴
族
の
実
生
活
を
か
ん
が
え
る
こ
と
で
、
検
討
の
端
緒
が
え
ら

れ
る
。
今
日
の
窓
と
壁
の
あ
る
く
ら
し
と
ち
が
っ
て
、
彼
ら
の
生
活
に
そ
れ
ら
は
ち
か
し
く
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
『
枕
草
子
』
に
あ
ら
わ

れ
る
「
窓
」
・
「
壁
」
は
各
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
、
都
の
外
の
「
小
家
」
の
情
景
で
あ
っ
た
り
、
「
表
面
の
美
」
を
し
め

す
例
で
あ
っ
た
り
、
疎
遠
な
あ
っ
か
い
の
語
と
い
い
う
る
。



よ
り
文
学
化
さ
れ
た
生
活
を
描
写
す
る
物
語
類
で
は
、

る
。
便
宜
の
た
め
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
だ
け
点
検
し
て
み
る
な
ら
ば
、
「
窓
」
の
七
例
は
、
す
べ
て
漢
語
「
、
傑
窓
」
な
ど
に
も
と
づ

（店）

五
例
中
二
例
が
同
様
の
漢
文
脈
の
表
現
だ
が
、
ゴ
一
例
は

比
較
的
実
生
活
に
即
し
た
『
枕
草
子
』
に
対
し
、

」
の
傾
向
は
さ
ら
に
分
明
で
あ

い
た
比
除
的
表
現
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

一
方
、
「
壁
」
に
関
し
て
は
、

現
実
の
壁
を
叙
し
て
い
る
。

‘、、。

＋
ん
l
v

し
か
し
そ
れ
ら
も
、
儀
式
的
な
場
面
や
窮
し
て
身
を
か
く
す
所
で
あ
っ
て
、

ま
た
、
壁
の
所
在
は
、
建
物
の
外
ま
た
は
内
奥
で
あ
っ
て
、
窓
が
あ
り
ょ
う
の
な
い
壁
で
あ
る
。

日
常
的
な
あ
ら
わ
れ
方
と
は
い
え

し
た
が
っ
て
、
人
が
外
の
光
や
風
に
接
す
る
も
の
と
し
て
の
窓
と
そ
れ
を
か
こ
む
壁
ー
ー
ー
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
「
窓
」
と
そ
の
条
件
と
し

て
の
「
壁
」
は
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
注
意
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。

無
論
、
『
源
氏
物
語
』
で
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

王
朝
貴
族
の
住
宅
に
外
壁
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、

い
わ
ゆ
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る
寝
殿
造
で
は
、
概
し
て
「
壁
が
目
立
つ
の
は
：
：
：
せ
い
ぜ
い
鴨
居
上
の
小
壁
」
だ
け
で
、
壁
は
量
的
に
す
く
な
か
っ
た
、
と
は
、
建
築
材

〈

mm）

料
学
の
山
田
孝
一
の
指
摘
で
あ
る
。
貴
族
住
宅
様
建
築
の
遺
構
を
み
て
も
、
外
周
部
分
は
、
窓
の
な
い
板
壁
の
他
は
も
っ
ぱ
ら
蔀
か
妻
戸
で

あ
る
。
生
活
に
日
常
的
に
か
か
わ
る
建
物
の
主
要
外
面
は
、
蔀
戸
で
ひ
ら
け
る
柱
間
な
の
で
あ
っ
た
。

蔀
を
あ
げ
た
り
、

と
り
は
ら
っ
た
り
し
た
状
態
の
こ
の
空
間
は
、
比
除
的
に
い
え
ば
、

一
種
の
窓
で
は
あ
る
。
枠
を
感
じ
さ
せ
ぬ
窓
と
し

て
も
よ
い
。
が
、
「
枠
」
を
、
す
な
わ
ち
欠
如
態
を
欠
如
態
た
ら
し
め
る
周
囲
を
も
た
な
い
と
き
、

そ
れ
は
も
は
や
「
窓
」
で
あ
る
こ
と
は

で
き
や
す
、
外
部
と
無
媒
介
に
連
続
す
る
空
間
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
王
朝
貴
族
の
外
界
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、

た
だ
さ
な
が
ら
に
前
裁
や

木
々
、
風
と
光
と
し
て
現
前
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
無
限
定
な
「
自
然
」
と
し
て
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
感
受
す
べ
き
有
限
の
対
象
1
1
1
和
歌
に
よ
む
べ
き
諸
景
物
・
情
景
に
分
節
さ
れ
て
い
る
。
「
和
歌
の
視
角
」
が
み
る
べ

留
意
す
べ
き
点
は
、
こ
う
し
た
外
界
が
、



き
ほ
ど
の
こ
と
や
も
の
は

一
定
の
範
囲
で
登
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
登
録
基
準
は
、
貴
族
生
活
へ
の
日
常
的
ち
か
し
さ
の
度
合
と

は
別
で
あ
る
。

（

お

）

。
たつ

た
と
え
ば
、
和
歌
で
の
「
鹿
」
と
「
犬
」
と
の
あ
っ
か
い
の
ち
が
い
な
ど
を
か
ん
が
え
て
み
れ
ば
、
事
情
は
あ
き
ら
か
だ
ろ

し
た
が
っ
て
、
「
壁
・
窓
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
ら
が
王
朝
貴
族
の
生
活
に
か
か
わ
り
う
す
い
か
ら
和
歌
に
よ
ま
れ
に
く
い
、

と
だ
け
す
る

わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
和
歌
が
「
み
や
び
」
（
H
宮
び
）

の
観
念
に
よ
っ
て
自
己
の
世
界
の
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
も
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く

平
安
京
と
そ
の
周
囲
の
生
活
な
の
だ
が
、

そ
れ
は
、
景
物
な
い
し
歌
材
と
単
純
な
反
映
論
的
関
係
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
『
万

（

M）
 

（
現
行
巻
序
で
）
冒
頭
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
「
い
へ
」
（
家
）
が
、
『
古
今
集
』
で
は
歌
話
と
な
ら
ず
、
「
や
ど
」
に
お
き
か
え
ら
れ

葉
集
』
の

る
よ
う
に
、
用
語
法
に
も
わ
た
る
規
範
が
、
勅
撰
集
の
世
界
に
は
先
験
的
に
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

と
す
れ
ば
、
「
窓
・
壁
」
が
和
歌
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に
あ
ら
わ
れ
に
く
い
こ
と
の
背
景
に
も
、
あ
る
規
範
性
を
想
定
し
う
る
。
こ
の
場
合
の
規
範
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て

多
少
検
討
し
た
上
で
、
京
極
派
の
「
窓
・
壁
」
を
か
ん
が
え
よ
う
。

4 －
w
ま

新
室
の
壁
草
刈
り
に
坐
し
給
は
ね

を

と

め

草
の
ご
と
寄
り
合
ふ
少
女
は
君
が
ま
に
ま
に

『
万
葉
集
』
巻
一
一
の
最
初
の
著
名
な
旋
頭
歌
だ
が
、
こ
の
「
壁
草
」
に
つ
い
て
は
、
折
口
信
夫
が
「
此
は
、
土
壁
以
前
の
姿
」
で
あ
る
、

（

お

）

（

mm）

と
し
て
い
る
。
異
説
も
あ
る
が
、
古
態
を
の
こ
す
と
お
も
わ
れ
る
大
曲
目
祭
の
殿
舎
が
「
皆
以
ァ
二
黒
木
及
草
一
構
茸
。
以
レ
草
為
レ
蔀
L

も
の
で

一
草
壁
」
の
た
め
の
「
壁
草
」
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
穂
の
植
物
材
料
の
「
壁
」
に
あ
っ
て
は
、
「
窓
」
は
当
然
か
ん

あ
る
よ
う
に
、

が
え
に
く
い
こ
と
に
な
る
。



さ
ら
に
、

そ
も
そ
も
壁
を
も
た
な
い
建
築
様
式
も
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
『
十
u
事
記
』
の
よ
く
し
ら
れ
る
室
ほ
ぎ
の
歌
に
壁
に
ふ
れ
る
詞
章

が
な
い
こ
と
そ
の
他
を
手
が
か
り
に
、
「
室
」
の
原
義
は
、
墜
が
な
い
（
も
し
く
は
ほ
と
ん
ど
な
い
）
建
物
だ
ろ
う
、

（却）

国
は
の
べ
て
い
る
。

と
建
築
史
学
の
木
村
徳

木
村
は
、

日
本
の
固
有
の
建
築
様
式
と
し
て
、
「
ム
ロ
」
系
の
他
に
「
ヤ
」
系
を
あ
げ
る
。
「
み
や
」
（
宮
）
・
「
や
し
ろ
し
・
つ
や
ど
」
な
ど

は
、
こ
の
系
列
に
属
し
、
古
文
献
で
か
な
ら
ず
「
み
や
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
神
社
正
殿
で
代
表
さ
せ
れ
ば
、

そ
れ
は
本
来
ぬ
り
壁
を
も
た
な

「
下
地
壁
す
な
わ
ち
土
壁
を
用
い
な
い
こ
と
し
を
し
め
し
、
「
こ
れ
ら
は
同
時
に
日
本
古
来
の
建
築
の
特
色
で
も
あ
」
る
、

い
、
と
も
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
稲
垣
栄
一
二
も
、
伊
東
忠
太
以
来
の
神
社
建
築
史
研
究
を
総
括
し
て
、
「
神
社
建
築
の
特
徴
」
の
ひ
と
つ
に

（訂）

と
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
は
、

ぬ
り
壁
（
そ
し
て
、
寺
院
建
築
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、

そ
の
穴
と
し
て
の
窓
）

は
、
一
上
朝
貴
族
の
住
居
に
あ
っ
て
だ
け
で

な
く
、
従
前
の
日
本
固
有
様
式
に
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
、

そ
の
古
態
の
反
映
と
し
て
、
和
歌
に
よ
ま
な
い
、

と
い
う
規
範
性
も
生
じ
た
、
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と
ひ
と
ま
ず
い
え
る
か
に
み
え
る
。

し
か
し
事
柄
は
単
純
で
は
な
い
。

（也）

き
わ
め
て
ふ
る
い
建
物
に
、
す
で
に
ぬ
り
壁
ら
し
き
も
の
と
窓
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

Mm輸
の
い
く
つ
か
に
み
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

『
延
喜
式
』
祝
詞
・
大
殿
祭
条
に
も
つ
胸
」
の
訴
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
前
引
の
木
村
が
い
う
外
来
様
式
と
し
て
の
「
と
の
L

系
な

的
で
は
な
い
。
す
で
に
「
と
の
」
（
殿
）
が
存
在
す
る
時
代
に
、

る
概
念
を
採
用
し
て
説
明
を
こ
こ
ろ
み
て
も
、
建
築
史
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
勅
撰
集
に
む
け
て
の
景
物
・
歌
材
規
範
に
対
し
て
は
説
得

つ
ま
り
は
「
窓
」
を
し
っ
て
い
る
な
か
で
な
お
、
規
範
が
形
成
さ
れ
る
と

す
れ
ば
、

そ
こ
に
は
、
「
固
有
」
（
「
土
着
」
と
い
っ
て
も
よ
い
が
）
性
へ
の
意
識
的
な
と
ら
え
か
え
し
が
想
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
点
で
、
稲
垣
が
前
記
に
つ
づ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
的
で
あ
る
。



神
社
建
築
が
仏
教
渡
来
以
前
の
伝
統
的
手
法
を
基
本
に
し
て
い
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
事
実
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
の
こ
と
は
起
源
の
古

さ
を
物
語
る
だ
け
で
な
く
、

む
し
ろ
意
識
的
に
仏
企
と
違
う
建
築
様
式
を
探
求
し
た
結
果
と
考
え
た
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る

D

神
社
本

殿
の
諸
形
式
が
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
七
世
記
か
ら
九
社
紀
ご
ろ
ま
で
の
間
は
、

ち
ょ
う
ど
仏
教
建
築
も
ま
た
日
本
に
定
着
し
た
時

代
で
も
あ
っ
て
、
神
社
が
寺
院
と
の
関
係
を
意
識
せ
、
ず
に
そ
の
建
築
を
発
展
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
意
図

的
に
復
古
形
式
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
ト
リ
代
に
お
け
る
神
社
建
築
の
お
そ
ら
く
一
般
的
な
傾
向
と
し
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

和
歌
も
ま
た
、
「
や
ま
と
う
た
」
と
し
て
、
外
来
の
漢
詩
文
と
の
関
係
を
怠
識
し
な
が
ら
、
九
世
紀
末
ま
で
に
自
己
を
形
成
し
た
。
そ
の

（お）

な
か
で
意
図
的
に
も
と
め
ら
れ
た
「
復
古
形
式
」
と
は
、
和
歌
に
あ
っ
て
全
般
的
に
は
主
ず
「
歌
一
語
」
の
限
定
で
あ
る
が
、
事
物
に
つ
い

（お）

と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
逆
か
ら
い
え

て
、
ふ
る
い
生
活
の
諸
相
を
「
景
物
」
化
し
て
登
録
す
る
こ
と
も
ま
た
お
こ
な
わ
れ
た
、

ば
、
あ
る
種
の
事
物
は
「
非
景
物
」
化
さ
れ
、

な
い
し
は
歌
材
の
将
外
に
お
か
れ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
壁
・
窓
」
に
関
し
て
は
、
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神
社
建
築
で
の
そ
れ
ら
の
あ
っ
か
い
と
技
行
し
た
事
情
が
、
あ
る
い
は
想
定
で
き
る
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

1
1
1
事
情
は
無
論
、
古
今
前
代
に
あ
っ
て
お
ぼ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
「
規
範
」
は
、

む
し
ろ
「
黙
契
」
と
い
う
べ
き
態
の
も
の
で
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
壁
・
窓
」
は
後
代
に
も
勅
撰
集
に
あ
ら
わ
れ
え
な
い
筈
で
あ
る
。
が
、

い
わ
ば
ゆ
る
い
規
範
で
あ
れ
、

そ
れ
が
存
在
し
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
京
極
派
以
前
の
勅
撰
集
で
の
「
墜
」
の
例
を
検
討
す
る
な
か
で
、
あ
る
程
度
補
説
で
き
る
。

『
後
撰
集
』
巻
九
・
五

O
九
は
、
男
が
か
よ
わ
な
く
な
っ
て
後
、

「
と
な
り
の
か
べ
の
あ
な
よ
り
」
男
を
「
は
つ
か
に
見
て
」
よ
ん
だ
恋
の

歌
で
あ
る
が
、

ま
ど
ろ
ま
ぬ
か
べ
に
も
人
を
見
つ
る
か
な
ま
さ
し
か
ら
な
ん
春
の
夜
の
夢

と
詞
書
に
も
歌
に
も
「
か
ベ
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。
詞
書
で
は
「
壁
」
で
あ
る
こ
と
、
あ
き
ら
か
だ
が
、
和
歌
本
文
の
「
か
べ
」
は
わ
か
り
に



く
く
、
古
来
「
夢
」

（幻）

の
意
と
す
る
説
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
、
指
摘
す
べ
き
点
は
、
同
集
の
他
の
一
例
（
巻
二

O

・
一
三
九
九
）
、
『
金
葉
集
』
（
二
度
本
）

の
一
例
（
巻
九
・
五
七
三
）

と
と
も
に
、
詞
書
で
の
実
際
の
壁
に
対
し
て
、
歌
の
中
で
は

2
7」

に
す
が
る
形
で
、
「
か
ベ
」
な
る
一
請
を
「
壁
」
か
ら
は
な
し
て
よ
む
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
「
壁
」
に
直
面
せ
ず
に

「
か
ベ
」
を
よ
む
の
で
あ
っ
て

そ
こ
に
は
「
壁
」
を
歌
材
と
し
な
い

（
も
し
く
は
、

し
に
く
い
）
枠
が
感
じ
と
れ
る
。

お
よ
び
『
続
古
今
集
』
の
例
（
巻
二
ハ
・
一
四
一
一
一
）
で
は
、
と
も
に
「
か
べ
に
お

（お）

ふ
る
く
さ
」
を
「
い
つ
ま
で
」
の
意
を
み
ち
び
く
た
め
に
も
ち
い
て
い
る
が
、
「
壁
」
が
歌
材
と
し
て
間
接
的
で
あ
る
こ
と
は
、
右
の
『
後

撰
集
』
等
の
例
と
か
わ
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
「
壁
」
を
よ
む
こ
と
に
つ
い
て
、
和
歌
の
世
界
で
は
あ
る
壁
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

一
方
、
『
新
古
今
集
』
の
例
（
巻
一
八
・
一
七
八
八
）

は
「
窓
」
の
よ
ま
れ
が
た
さ
に
も
つ
ら
な
る
規
範
・
黙
契
で
あ
っ
た
、

と
か
ん
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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5 

『
玉
葉
集
』
に
は
、
こ
れ
に
対
し
て

一
往
ま
さ
め
に
「
壁
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。
巻
一
五
・
雑
二
・
二
一
六
四
、
後
烏
羽
院
下
野
の
歌
で

あ
る
。

や
ど
は
あ
れ
て
か
べ
の
ひ
ま
も
る
山
風
に
そ
む
け
か
ね
た
る
ね
や
の
灯

注
す
る
ま
で
も
な
く
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
壁
」
の
例
に
も
み
え
て
い
た
「
上
陽
白
髪
人
」
が
本
説
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
よ
う

な
漢
詩
句
の
受
容
に
と
も
な
う
「
壁
」
の
歌
は
、
『
風
雅
集
』
に
も
み
ら
れ
る
。

き
り
ぎ
り
す
お
の
が
な
く
音
も
た
え
だ
え
に
か
べ
の
ひ
ま
も
る
月
ぞ
か
な
し
き
（
巻
六
・
秋
中
・
五
六
ご

庭
の
虫
は
な
き
と
ま
り
ぬ
る
耐
の
夜
の
か
ベ
に
お
と
す
る
き
り
ぎ
り
す
か
な

（
同
・
五
六
四
）



や
は
り
『
源
氏
物
語
』
の
例
に
注
記
し
た
よ
う
に
、

（

却

）

（

但

）

句
に
よ
る
詠
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、

と
お
く
か
ん
が
え
れ
ば
『
礼
記
』
月
令
の
、

お
そ
ら
く
直
接
に
は
『
朗
詠
』
の
詩

と
く
に
後
者
（
為
兼
の
歌
で
あ
る
）

は
、
旬
を
ふ
ま
え
ず
に
も
解
し
う
る
直
接
的
叙

景
に
し
た
て
ら
れ
で
も
お
り
、

そ
の
際
「
壁
」
が
歌
材
と
し
て
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
漢
詩
句
の
受
科
に
よ
る
歌
話
・
歌
材
の
拡
大

が
、
お
の
ず
か
ら
和
歌
の
景
物
の
規
範
を
こ
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
が
京
極
派
的
方
法
に
も
つ
ら
な
る
の
で
あ
る
。

「
窓
」
に
つ
い
て
も
、
勅
撰
集
は
ま
ず
、
漢
詩
句
に
よ
る
歌
か
ら
い
れ
て
い
る
。
『
後
拾
遺
集
』
を
一
七
・
一

O
一
五
は
、

で
あ
る
が
、

こ
ひ
し
く
は
ゆ
め
に
も
人
を
み
る
べ
き
を
ま
ど
う
つ
あ
め
に
め
を
さ
ま
し
つ
つ

そ
の
詞
書
は
「
文
集
の
着
着
陪
耐
打
窓
戸
と
い
ふ
心
を
よ
め
る
」
で
あ
る
。
『
新
古
今
集
』
の
例
の
う
ち
、

ま
ど
ち
か
き
竹
の
は
す
さ
ぶ
風
の
お
と
に
い
と
ど
み
じ
か
き
う
た
た
ね
の
夢
（
巻
一
二
・
二
五
六
）

- 42 -

ま
ど
ち
か
き
い
さ
さ
む
ら
竹
風
ふ
け
ば
秋
に
お
ど
ろ
く
夏
の
夜
の
夢
（
同
・
二
五
七
）

う

て

な

あ

り

（

必

）

の
二
首
も
、
白
楽
天
「
風
の
竹
に
生
る
夜
窓
の
聞
に
臥
せ
り
月
の
松
を
照
す
時
台
の
上
に
行
く
」
に
よ
る
。
さ
ら
に

ふ
か
き
夜
の
ま
ど
う
つ
雨
に
お
と
せ
ぬ
は
う
き
世
を
の
き
の
忍
な
り
け
り

（
巻
二

0
・
一
九
四
九
）

で
も
、

や
は
り
前
引
の
『
後
拾
遺
集
』
歌
と
お
な
じ
一
句
が
ひ
び
く
が
、
久
保
田
淳
が
注
す
る
よ
う
に
「
言
葉
の
上
の
連
想
は
働
い
て
い
る

だ
か
ら
こ
の
作
に
『
上
陽
白
髪
人
』
の
悌
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
」
と
か
ん
が
え
ら
れ
、
さ
き
に
為
兼
の
「
庭

n

－J

－、

手
i
J
J

で
は
あ
ろ
う
。

の
虫
は
」
に
関
し
て
の
べ
た
と
同
様
な
形
を
し
め
し
て
い
る
。

『
新
古
今
集
』
の
今
ひ
と
つ
の
例
で
は
、
「
窓
」
の
あ
ら
わ
れ
方
は
、

さ
ら
に
な
だ
ら
か
で
あ
る
。

五
月
雨
の
く
も
の
た
え
ま
を
な
が
め
つ
つ
ま
ど
よ
り
西
に
月
を
待
つ
か
な

（
巻
三
・
二
三
三
）

規
範
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
、

い
わ
ば
こ
だ
わ
り
な
く
歌
説
と
し
て
の
「
窓
」
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
。
『
統



古
今
集
』
の
二
例
（
巻
一
・
六
九
。
巻
五
・
四
六
一
。
歌
は
略
す
が
、
「
窓
の
梅
」
・
「
窓
の
月
」
の
叙
景
で
あ
る
）

な
ど
と
と
も
に
、
「
窓
」

が
和
歌
の
世
界
に
安
定
し
は
じ
め
て
い
る
様
相
が
あ
る
、

と
い
い
う
る
。

（

M
W）
 

こ
の
よ
う
な
展
開
の
な
か
で
、
「
壁
・
窓
」
は
、
歌
語
と
し
て
の
勅
撰
集
へ
の
登
記
を
ほ
ぼ
す
ま
せ
る
。
そ
し
て
、
歌
材
と
し
て
の
役
割

が
京
極
派
に
あ
っ
て
こ
と
に
強
調
・
拡
大
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、

そ
の
例
を
京
極
派
の
「
母
一
」
の
歌
・
「
窓
」
の
歌
に
即
し
て
の
ベ
な

が
ら
、
詠
歌
方
法
と
そ
の
特
質
を
か
ん
が
え
て
み
る
。

6 

ま
萩
ち
る
庭
の
秋
風
身
に
し
み
て
夕
日
の
か
げ
ぞ
か
ベ
に
消
え
行
く

永
福
門
院
（
『
風
雅
集
』
・
巻
五
・
秋
上
・
四
七
八
）
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進
子
内
親
王
（
同
・
巻
七
・
秋
下
・
七

O
四）

（

必

）

「
壁
」
自
体
を
み
つ
め
な
が
ら
よ
ま
れ
た
形
の
叙
長
歌
で
あ
る
。
「
壁
」
は
歌
材
と
し
て
、
「
萩
」
・
「
暮
秋
」
の
主
題
を
さ
さ
え
て
お
り
、

（
門
別
）

勅
撰
集
の
「
壁
」
の
歌
に
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
よ
み
口
を
し
め
し
て
い
る
。
後
者
は
、
山
行
佐
美
代
子
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
前
者
の
影
響
下

ま
た
「
か
べ
に
き
え
行
く
秋
の
日
」
と
「
秋
の
日
の
し
ぐ
れ
に
む
か
ふ
：
：
：
空
」
と
の
聞
に
視
点
の
ゆ
れ
が
あ

見
る
ま
ま
に
か
べ
に
き
え
行
く
秋
の
日
の
し
ぐ
れ
に
む
か
ふ
う
き
雲
の
全

に
よ
ま
れ
た
と
お
ぼ
し
く
、

る
か
ら

」
こ
で
は
前
者
に
つ
い
て
検
討
を
こ
こ
ろ
み
る
。

こ
の
歌
は
、
永
福
門
院
の
代
表
的
な
一
首
と
し
て
評
価
の
た
か
い
も
の
で
あ
り
、
以
下
の
ベ
る
ご
と
く
、
京
極
派
歌
風
の
特
質
を
よ
く
し

と
い
う
点
が
か
な
ら
ず
し
も
分
明
に
な
っ
て
い
な
い
と
お
も

（
川
刊
）

わ
れ
る
。
「
凝
視
」
と
い
う
こ
と
が
京
極
派
の
和
歌
に
関
し
て
は
つ
ね
に
指
摘
さ
れ
る
の
だ
が
、
だ
と
す
れ
ば
一
層
、
作
品
内
部
の
視
点
・
視

め
し
て
い
る
が
、
従
来
の
注
釈
で
は
、
ど
こ
の
壁
を
ど
こ
で
み
て
い
る
の
か
、

線
は
行
細
に
分
析
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。



そ
こ
で
ま
ず
、
ど
こ
で
み
て
い
る
か
、

に
つ
い
て
は
、
屋
内
か
ら
、

と
し
て
問
題
は
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
和
歌
で
の
「
庭
」
や
前
栽

（叩）

一
般
に
屋
内
か
ら
よ
ま
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

は
と
く
に
状
況
設
定
の
明
示
が
な
い
か
ぎ
り
、

壁
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
見
取
凶
を
か
く
よ
う
に
確
定
す
る
わ
け
に
は
無
論
ゆ
か
な
い
。
し
か
し
、

お
な
じ
作
者
の

夕
立
の
雲
も
残
ら
ず
空
晴
れ
て
す
だ
れ
を
の
ぼ
る
宵
の
月
影

（日）

山
松
の
檎
の
空
の
し
ら
む
ま
斗
に
か
べ
に
き
え
行
く
閏
の
月
か
げ

と
あ
わ
せ
か
ん
が
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
壁
も
ま
た
、
身
、
ち
か
い
所
に
あ
っ
て
、
外
界
の
変
化
を
間
接
的
に
気
づ
か
せ
る
歌
材
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
る
、

と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
萩
の
ち
る
庭
へ
の
視
線
は
、
時
間
の
推
移
の
な
か
で
、
壁
に
う
す
れ
る
陽
ざ
し
に
う
つ
り
、

れ
が
き
え
る
ま
で
凝
視
す
る
と
き
、
身
に
し
む
秋
風
が
あ
ら
た
め
て
感
じ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
肝
心
を
い
わ
ば
手
が
か
り
と
し
て
、
秋
の
タ

な
お

こ
の
歌
の
「
夕
日
の
か
げ
」
と
っ
身
に
し
み
て
」
と
の
と
り
あ
わ
せ
に
も
若
干
の
注
怠
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
。
さ
し
て
き
わ
だ
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暮
の
諸
要
素
を
感
受
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
外
界
と
さ
な
が
ら
に
対
す
る
こ
と
と
は
こ
と
な
る
視
線
が
あ
る
。

っ
た
形
で
は
な
い
が
、
視
覚
と
皮
膚
感
覚
と
を
あ
わ
せ
て
の
叙
呆
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
『
風
雅
集
』
の
「
壁
」
を
ふ
く
む
歌
の

秋
の
雨
の
ま
ど
う
つ
お
と
に
き
き
わ
び
て
ね
ざ
む
る
か
べ
に
と
も
し
火
の
か
げ
（
巻
七
・
七

O
八）

で
、
視
覚
と
聴
覚
と
の
複
合
と
し
て
、

よ
り
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
詞
書
に
「
〔
花
関
〕
院
五
首
歌
合
に
、
秋
視
聴
と
い
ふ
事
を
」
と

あ
り
、
こ
の
め
ず
ら
か
な
歌
題
、
が
し
め
す
ご
と
く
、
意
識
的
に
諸
感
覚
の
く
み
あ
わ
せ
を
お
こ
な
っ
た
歌
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
い
え
ば
、

京
極
派
は
、
外
界
を
自
己
の
諸
感
覚
で
わ
げ
て
と
ら
え
た
上
で
、

一
首
に
綜
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
規
範
を
こ
え
つ
つ
よ
ま
れ
る
「
壁
」
の
歌
は
、
京
極
派
の
和
歌
の
外
界
把
握
に
、

い
く
つ
か
の
特
徴
を
賦
与
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
「
窓
」
の
歌
に
そ
れ
は
さ
ら
に
顕
著
で
あ
る
。



7 

2
節
の
は
じ
め
に
か
か
げ
た
歌
は
、
一
見
し
て
「
双
貫
句
法
」
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
雨
の
お
と
」
と
「
灯
の
か
げ
」
、
「
窓

く
ら
き
」
と
「
雨
の
お
と
し
、
「
み
ね
」
と
「
谷
」
と
い
っ
た
対
比
・
対
置
の
手
法
で
あ
る
。
感
覚
の
と
り
あ
わ
せ
も
あ
り
、
場
所
を
つ
が
え

る
形
も
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
対
の
中
央
の
支
点
に
「
窓
」
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
外
と
内

上
方
と
下
方
｜
｜
窓
が
双
方
を
区
分

し
、
わ
け
ら
れ
た
諸
要
素
に
よ
っ
て
、
外
界
は
細
叙
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
怠
味
で
「
窓
」
は
京
極
派
に
と
っ
て
格
好
の
歌
材
な
の
で

あ
る
。し

か
し
、
京
極
派
歌
風
で
の
「
窓
L

の
意
味
は
さ
ら
に
た
ち
い
っ
て
か
ん
が
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
為
兼
の
「
梅
が
か
は
」
の
歌
を
例
と
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し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

こ
の
歌
は
、
「
梅
が
か
」
に
み
ち
た
「
枕
」
に
よ
っ
て
、
ま
ず
屋
内
と
外
部
と
の
対
を
提
示
す
る
。
和
歌
で
の
梅
の
香
は
「
た
が
引
よ
り

、内F
M
ノ

〆－
FI同

d

、

か
に
ほ
ひ
き
つ
ら
む
」
と
よ
む
よ
う
に
、
と
お
く
か
ら
も
た
だ
よ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
外
部
は
さ
し
あ
た
り
、
た
と
え
ば
「
隣
家
L

で
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
を
限
定
す
る
も
の
、
が
「
う
ぐ
ひ
す
の
戸
」
が
い
り
く
る
「
窓
」
で
あ
る
。
鴬
は
窓
ち
か
い
軒
端
の
梅
に
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
う
し
て
「
窓
」
は
、
屋
内
と
庭
と
を
一
旦

K
分
す
る
。
だ
が
次
に
、
笹
川
の
士
？
と
と
も
に
「
あ
く
る
窓
の
し
の
の
め
」
と
つ
づ
く
こ

と
で
、
「
窓
」
は
、
彼
方
の
空
を
尾
内
に
い
る
作
者
の
視
点
に
む
す
び
つ
け
る
の
で
あ
る
。

一
首
は
「
内
・
外
」
の
二
元
構
成
で
は
な
く
、
コ
一
元
的
に
し
た
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
近
景
と
L
て
枕
の
あ
た
り
の

す
な
わ
ち
、

梅
が
香
、
中
景
と
し
て
窓
ち
か
い
梅
と
笹
川
、
遠
景
と
し
て
夜
明
の
空
が
配
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
情
長
の
感
受

も
、
梅
が
香
に
つ
い
て
の
嘆
覚
、
鴬
の
声
へ
の
聴
覚
、

そ
し
て
東
雲
に
む
け
ら
れ
る
視
覚
と
、
三
種
の
感
覚
が
と
り
あ
わ
せ
ら
れ
て
い
る

3



京
極
派
の
詠
の
な
か
に
は
、
対
比
的
な
手
法
だ
け
で
な
く
、
ー
ー
ー
と
い
う
よ
り
、

構
成
が
と
き
に
あ
ら
わ
れ
る
。
為
兼
の
こ
の
歌
の
次
に
も
進
子
内
親
王
の
、

そ
れ
を
さ
ら
に
す
す
め
た
形
の
、
こ
の
よ
う
な
三
厄
的

窓
あ
げ
て
月
の
か
げ
し
く
子
枕
に
梅
が
か
あ
ま
る
軒
の
は
る
か
ぜ

（
『
風
雅
集
』
巻
一
・
八
六

が
あ
り
、

お
そ
ら
く
為
兼
の
作
の
直
接
の
影
響
を
う
け
て
よ
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
が
、

や
は
り
手
枕
の
梅
が
再
と
月
光
、
軒
の
梅
と
風

グ匂
二E二

の
月
、
と
い
う
構
成
を
し
め
し
、
諸
感
覚
の
複
合
も
ま
た
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
歌
で
は
、
「
窓
」
の
歌
材
と
し
て
の
役
割
は
よ
り
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
窓
を
枠
組
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
外
界
と
の

間
に
区
分
を
設
定
し
、

さ
ら
に
は
外
界
を
窓
と
の
関
係
に
お
い
て
か
さ
ね
て
区
分
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
枠
の
な
い
ひ
ろ
が
り
と
し

て
、
作
者
と
連
続
し
て
い
る
外
界
と
は
異
質
な
も
の
だ
。
勅
撰
集
に
結
集
さ
れ
る
和
歌
の
世
界
で
は
、

一
般
に
、
外
界
は
「
分
節
さ
れ
た
白

然
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
前
に
の
べ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、

た
と
え
ば
「
窓
」
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
で

つ
山
川
然
の
分
節
」
が
お
こ
な
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わ
れ
は
じ
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
し
て
い
え
ば
、
「
凝
視
」
し
て
対
象
を
分
節
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
手
が
か
り
や
枠
組
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
京
極
派
が
あ

（孔）

と
か
ん
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
視
｜
聴
唄
覚
の
複
合
が
、

え
て
「
壁
」
や
「
窓
」
を
歌
材
と
し
て
碍
入
し
た
の
は
そ
の
た
め
だ
っ
た
、

外
界
を
わ
け
て
と
ら
え
る
た
め
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
と
お
な
じ
事
情
で
あ
る
。

作
者
が
自
己
の
限
で
対
象
を
凝
悦
し
、

rH然
を
分
節
し
よ
う
と
す
る
、

と
の
ベ
た
。
だ
が
、
外
界
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
日
爪
物
を
中
心
と

す
る
『
古
今
集
』
以
来
の
規
範
的
分
節
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
陀
界
で
あ
る
。
京
極
派
も
ま
た
、

ほ
か
な
ら
ず
勅
撰
集
の
作
者
た
ち
な
の
だ

（珂）

か
ら
、
分
節
さ
れ
た
自
然
の
秩
序
そ
の
も
の
を
あ
ら
た
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
し
う
る
こ
と
は
、
分
節
の
「
追
加
」
で
あ
る
。
「
壁
一
や

つ
窓
ー
一
の
登
録
は
、

そ
の
一
端
と
し
て
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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京
極
派
の
詠
作
方
法
は
、
以
上
の
ご
と
く
、
部
分
的
に
は
従
前
の
勅
撰
和
歌
の
規
範
を
こ
え
な
が
ら
、
表
現
主
体
の
側
か
ら
の
対
象
の
分

節
を
す
す
め
た
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
の
例
が
、
「
壁
」
や
「
窓
」
を
意
識
的
に
導
入
し
、

そ
の
枠
か
ら
叙

景
の
多
元
化
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
諸
感
覚
の
複
合
、
時
間
推
移
の
詠
出
な
ど
で
も
、

お
な
じ
形
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
を
つ
対
象
把
握
の
綜
合
化
」
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、

い
ず
れ
に
し
ろ
、
「
対
象
の
分
節
」
に
よ
る
「
分
節
さ
れ
た
自
然
」

へ
の
「
追
加
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
分
節
の
「
有
限
性
」
は
う
し
な
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
補
強
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
「
勅
撰
集
」
の
枠

は
う
ご
か
な
い
の
で
あ
り
、
対
象
の
「
凝
視
」
は
、
あ
く
ま
で
も
「
和
歌
」
作
者
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。

近
代
短
歌
で
の
「
凝
視
」
（
た
と
え
ば
「
写
生
」
や
「
実
相
観
入
」
）

は
、
外
界
に
「
無
限
」

の
対
象
を
か
ん
が
え
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
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い
る
。
そ
の
外
界
に
対
し
て
、
作
者
の
「
個
性
」
が
、
無
限
の
分
節
を
く
わ
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
と
京
極
派
の
「
凝
視
」
と
の
方
法
的

な
ち
が
い
は
、

し
た
が
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

『
玉
葉
集
』
の
歌
数
の
お
お
さ
や
撰
入
歌
人
範
囲
の
ひ
ろ
さ
、
題
の
綜
合
的
収
録
な
ど
か
ら
は
、
「
和
歌
」
の
集
成
者
で
あ
ろ
う
と
し
た

為
兼
（
と
京
極
派
）

の
意
図
が
窺
知
で
き
る
が
、
「
壁
」
や
「
窓
」
の
歌
に
み
ら
れ
る
「
凝
視
H
多
元
化
し
の
方
法
も
、

い
わ
ば
そ
う
し
た

綜
合
・
集
成
の
他
面
で
の
表
現
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
か
か
る
意
図
が
、
ほ
か
な
ら
ず
一
四
世
紀
前
半
と
い
う
、
天
皇

と
宮
廷
に
と
っ
て
画
期
的
な
時
代
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と

l
l京
極
派
の
位
置
と
意
義
を
規
定
す
る
た
め
の
、
そ
の
こ
と
の
検
討
は
、
別
の
お

お
き
な
課
題
で
あ
る
。



註
（

1
）
 

（

2
）
 

福
田
秀
一
『
中
世
和
歌
史
の
研
究
』
（
一
九
七
二
・
角
川
書
店
）
所
収
「
京
極
派
歌
風
の
要
点
」
。

以
下
、
勅
撰
和
歌
集
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
一
巻
（
一
九
八
三
・
角
川
書
店
）
に
よ
る
。
ま
た
『
J
和
集
歌
』
の
「
和
歌
」
を

略
し
て
し
る
す
。

『
万
葉
集
』
巻
一
・
四
八
。
以
下
『
万
葉
集
』
の
テ
キ
ス
ト
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
版
に
よ
る
。

前
後
の
歌
を
し
め
し
て
お
く
。
一
一
二
三
「
あ
る
所
に
み
や
づ
か
へ
し
侍
り
け
る
人
、
世
を
そ
む
き
て
都
は
な
れ
て
と
ほ
く
ま
か
り
け
る
に
か

は
り
て
読
み
侍
り
け
る
／
西
行
法
師
／
く
や
し
き
は
よ
し
な
く
君
に
な
れ
そ
め
て
い
と
ふ
都
の
し
の
ば
れ
ぬ
ベ
き
」
。
一
一
二
五
「
（
人
麿
）
／
た

づ
が
ね
の
き
こ
ゆ
る
た
ゐ
に
い
ほ
り
し
て
わ
れ
旅
な
り
と
妹
に
つ
げ
こ
せ
L

。
一
一
二
六
「
題
を
さ
ぐ
り
て
千
首
歌
人
人
に
よ
ま
せ
さ
せ
給
う
け

る
つ
い
で
に
旅
の
心
を
／
院
御
製
〔
伏
見
院
〕
／
あ
し
び
き
の
山
松
が
ね
を
枕
に
て
さ
ぬ
る
こ
よ
ひ
は
家
し
し
の
ば
る
」
。

前
掲
・
福
田
「
京
極
派
歌
風
の
要
点
」
。

た
と
え
ば
、
岩
佐
美
代
子
『
京
極
派
歌
人
の
研
究
』
（
一
九
七
四
・
笠
間
書
院
）
参
照
。

以
前
に
素
描
の
み
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
題
｜
｜
『
和
歌
』
に
つ
い
て
の
ノ

i
ト
」
（
コ
ニ
色
旗
』
一
九
八
一
年
六
月
号
）
参
照
。

『
金
葉
集
』
は
二
度
本
。
『
続
拾
遺
集
』

4
首
の
う
ち
2
首
は
雑
春
・
雑
秋
の
歌
。

繁
を
さ
け
て
し
め
さ
ぬ
が
、
『
新
千
載
集
』
以
下
で
も
傾
向
が
か
わ
ら
ぬ
こ
と
、
『
新
続
古
今
集
』
の
例
の
ご
と
く
で
あ
る
。

「
和
歌
」
な
る
範
晴
は
、
『
古
今
集
』
以
下
の
勅
撰
一
二
代
集
の
時
代
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
堂
上
派
に
い
た
る
ま
で
の
も
の
を
き
す
。
勅
撰
集
に
結

集
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
な
い
し
期
待
す
る
歌
の
集
合
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
点
で
、
『
万
葉
集
』
ま
で
の
歌
の
お
お
む
ね
や
近
世
の
「
国
歌
」

と
区
別
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
『
万
葉
集
』
に
は
「
窓
」
を
よ
む
歌
が
、
一
首
だ
が
あ
る
こ
と
を
も
注
記
し
て
お
く
（
巻
一
一
・
二
六
七

九）。
戸
巴
巴
の
い
う
日
尚
一

g
t〈
σ
で
あ
る
（
鈴
木
孝
夫
教
授
の
一
不
教
に
よ
る
）
。

『
和
名
類
緊
抄
』
前
田
本
に
前
未
度
穿
壁
以
木
為
交
窓
也
」
と
あ
る
（
馬
淵
和
夫
『
和
名
類
来
抄
話
料
本
文
お
よ
び
索
引
』
一
九
七
三

．
風
間
書
一
局
・
に
よ
る
）
。

『
後
撰
集
』
の
二
例
は
、
特
殊
な
問
題
を
ふ
く
む
（
後
述
）
。

「
九
月
廿
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
、
長
谷
に
詣
で
て
、
い
と
は
か
な
き
家
に
と
ま
り
た
る
に
：
：
：
夜
ふ
け
て
、
月
の
窓
よ
り
洩
り
た
り
し
に
」
（
二
二
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（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（凶）
（日）

（口）
（口）

（

U
）
 



（日）
（日）

い
し
ば
ひ

八
段
）
／
「
下
の
心
か
ま
へ
て
わ
ろ
く
て
き
ょ
げ
に
見
ゆ
る
も
の
：
：
：
石
灰
の
壁
」
（
一
本
の
五
）
。
テ
キ
ス
ト
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
版
。

萩
谷
朴
『
枕
草
子
』
下
（
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
一
九
七
七
・
新
潮
社
）
の
み
だ
し
に
よ
る
。

「
生
ひ
先
龍
れ
る
窓
の
内
な
る
ほ
ど
は
」
（
苦
木
）
／
「
中
納
言
は
人
に
も
見
せ
で
、
わ
り
な
き
窓
を
あ
け
て
描
か
せ
た
ま
ひ
け
る
を
」
（
絵
合
）
／

「
窓
の
笹
を
睦
び
、
校
の
雪
を
馴
ら
し
た
ま
ふ
志
」
（
少
女
）
／
「
窓
の
内
な
る
ほ
ど
は
。
ほ
け
ど
に
従
ひ
て
」
（
常
夏
）
／
「
深
き
窓
の
内
〔
ノ
女
一
二
宮
〕

に
、
何
ば
か
り
の
事
に
つ
け
て
か
、
か
く
深
き
心
あ
り
け
り
と
だ
に
知
ら
せ
た
て
ま
つ
る
べ
き
」
（
若
葉
ト
一
）
／
「
親
の
窓
の
内
な
が
ら
過
ぐ
し
た

ま
へ
る
」
（
若
菜
下
）
／
「
『
窓
を
う
つ
声
』
な
ど
、
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
〔
詩
句
ノ
〕
古
言
を
」
（
幻
）
。
テ
キ
ス
ト
は
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
版
。

「
灯
ほ
の
か
に
壁
に
背
け
」
（
帯
木
）
は
、
白
楽
天
「
上
陽
白
髪
人
」
に
よ
り
、
「
壁
の
中
の
き
り
ぎ
り
す
だ
に
」
は
、
『
礼
記
』
月
令
に
よ
る
。

無
論
、
朗
詠
な
ど
を
経
由
し
て
の
表
現
で
も
あ
る
。

「
〔
帝
ノ
行
幸
一
一
際
シ
テ
〕
中
の
廓
の
壁
を
く
づ
し
」
（
藤
裏
葉
）
／
「
〔
薬
師
供
養
ノ
ト
キ
〕
北
の
壁
に
そ
へ
て
、
置
物
の
御
厨
子
二
具
」
（
若
葉

上
）
／
「
あ
や
し
き
壁
の
面
に
扉
風
を
立
て
た
る
：
：
：
〔
ソ
ノ
間
一
一
隠
レ
タ
姫
君
ハ
〕
樫
の
中
の
き
り
ぎ
り
す
（
ノ
如
ク
〕
這
ひ
出
で
た
ま
へ
る
」

（
総
角
）
。

前
掲
（
げ
）
の
「
帯
木
」
の
例
は
、
実
景
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
左
馬
頭
が
震
の
夜
に
お
と
ず
れ
た
女
の
許
、
す
な
わ
ち
建
物
の
奥
で
あ
る
。

山
田
幸
一
『
壁
』
（
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
』
必
・
一
九
八
一
・
法
政
大
学
出
版
局
）
。
山
田
は
、
『
明
月
記
』
を
ひ
き
つ
つ
、
嘉
禄
二
年
冬
、

壁
を
ぬ
ら
ぬ
ま
ま
の
新
居
に
藤
原
定
家
が
う
つ
り
す
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
、
「
壁
工
事
未
完
の
ま
ま
『
新
屋
に
宿
り
始
』
め
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
当
時
の
寝
殿
造
に
お
け
る
：
：
：
壁
の
量
的
な
少
な
さ
に
助
け
ら
れ
て
い
た
」
と
も
の
べ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
金
剛
峯
寺
不
動
堂
ご
二
J
一
三
世
紀
）
。

前
掲
（
7
）
参
照
。

『
風
雅
集
』
巻
一
五
・
二
一
六
一
お
よ
び
一
一
一
六
こ
の
よ
う
に
、
京
極
派
が
「
犬
」
を
も
よ
む
点
は
、
こ
の
意
味
で
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
歌
材
な

い
し
景
物
の
こ
う
し
た
拡
大
に
つ
い
て
は
、
後
で
も
ふ
れ
る
。

複
合
語
（
「
い
へ
づ
と
」
な
ど
）
と
し
て
は
も
ち
い
ら
れ
る
。

折
口
信
夫
「
久
米
部
の
話
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
一
六
巻
・
一
九
六
七
・
中
央
公
論
社
）
。

す
き

早
切
」
（
ひ
び
わ
れ
防
止
に
壁
土
に
ま
ぜ
る
草
の
葉
）
と
す
る
説
（
『
万
葉
略
解
』
）
な
ど
。

「
延
喜
式
・
践
昨
大
嘗
祭
」
斎
場
条
（
『
噺
櫛
国
史
大
系
』
一
一
六
巻
・
一
九
六
八
・
吉
川
弘
文
館
）
。
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17 18 
（

ω）
 

（却）
（幻）

（幻）
（お）

（

M
）
 

（お）
（お）

（幻）



（お）

（

mm）
 

（鈎）
（
幻
）

（幻）
（お）

（但）
（お）

津
潟
久
孝
『
高
葉
集
注
釈
』
二
巻
（
一
九
六
二
・
中
央
公
論
社
）
参
照
。

顕
宗
天
皇
即
位
前
紀
。

木
村
徳
国
『
古
代
建
築
の
イ
メ
ー
ジ
』
（
一
九
七
九
・
日
本
放
送
出
版
協
会
）
。

稲
垣
栄
三
「
古
代
の
神
社
建
築
」
（
『
文
化
財
講
座
日
本
の
建
築
』

1
・
一
九
七
七
・
第
一
法
規
出
版
・
所
収
）
。

た
と
え
ば
、
五
世
紀
後
半
と
さ
れ
る
群
馬
県
赤
堀
茶
臼
山
古
墳
出
土
の
家
型
埴
輪
の
中
央
棟
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
版
に
よ
る
。

（
叩
）
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
『
万
葉
集
』
に
「
窓
」
を
ふ
く
む
歌
が
あ
る
こ
と
が
こ
れ
を
し
め
す
。

「
歌
語
」
は
、
固
有
語
に
限
定
さ
れ
る
に
と
と
ま
ら
ず
、
「
た
づ
」
と
「
つ
る
」
、
「
か
は
づ
」
と
「
か
へ
る
」
で
、
そ
れ
ぞ
れ
前
者
が
え
ら
ば
れ

る
よ
う
に
、
よ
り
古
形
の
語
に
さ
ら
に
限
定
さ
れ
る
。
亀
井
孝
「
『
ツ
ル
』
と
『
イ
ト
』
」
（
『
日
本
語
系
統
論
の
み
ち
』
一
九
七
三
・
古
川
弘
文

館
・
所
収
）
参
照
。

奥
村
恒
哉
が
『
古
今
集
の
研
究
』
（
一
九
八

0
・
臨
川
書
店
）
な
ど
で
指
摘
す
る
よ
う
な
、
中
国
と
の
関
係
で
の
整
理
も
わ
す
れ
る
わ
け
に
は
ゆ

か
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
為
家
抄
云
、
か
ベ
は
苧
の
名
也
、
歌
林
良
材
云
、
夢
を
ば
ぬ
る
に
み
る
に
よ
り
て
夢
を
壁
と
い
へ
り
。
か
べ
も
ぬ
る
物
な
れ
ば
也
ハ
下
略
〕
」
（
北

村
季
吟
『
八
代
集
抄
』
｜
｜
『
八
代
集
全
註
』
一
九
六

0
・
有
精
堂
に
よ
る
）
。

「
か
ベ
に
お
ふ
る
を
ば
、
い
つ
ま
で
草
と
い
ふ
な
り
」
（
『
能
肉
歌
枕
（
広
本
）
』
｜
｜
『
日
本
歌
学
大
系
』
一
巻
・
一
九
五
七
・
風
間
書
房
・
所
収
）
。

（
げ
）
参
照
。

た
と
え
ば
『
和
漢
朗
詠
集
』
秋
の
「
虫
」
、
源
順
の
「
叢
辺
に
怨
み
遠
く
し
て
風
の
聞
き
暗
し
壁
の
底
に
吟
幽
か
に
し
て
月
の
色
寒
し
」
な
ど

（
テ
キ
ス
ト
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
版
に
よ
る
）
。

は
じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
勅
撰
集
に
論
を
限
定
し
て
い
る
の
で
、
「
壁
・
窓
」
に
つ
い
て
、
勅
撰
に
浮
上
し
て
く
る
ま
で
の
経
棒
を

の
べ
る
こ
と
は
省
略
し
た
。
こ
の
例
に
つ
い
て
も
、
朗
詠
か
ら
さ
ら
に
中
間
の
時
期
の
歌
を
か
ん
が
え
て
た
ど
る
必
要
が
別
に
あ
る
こ
と
は
当

然
で
あ
る
。

（
日
）
の
「
幻
」
の
一
節
の
典
拠
も
こ
の
「
上
陽
白
髪
人
」
で
あ
る
。

『
和
漢
朗
詠
集
』
夏
・
「
夏
夜
、
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（持）
37 （犯）

（

ω）
 

（崎）
41 （必）

（必）



（叫）
（お）

久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
八
巻
（
一
九
七
七
・
講
談
社
）
。

「
歌
材
」
は
、
一
般
に
は
ひ
ろ
く
歌
の
素
材
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
和
歌
の
語
葉
の
な
か
に
、
「
歌
話
歌
村
｜
景
物
（

l
題
）
」
と
い
っ

た
レ
ベ
ル
を
仮
に
か
ん
が
え
て
い
る
。
和
歌
の
景
・
情
の
主
題
語
群
を
み
ち
び
く
（
あ
る
い
は
媒
介
と
な
る
）
種
類
の
歌
話
を
、
狭
義
の
「
歌

材
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
の
で
あ
る
。

『
風
雅
集
』
で
の
詞
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
秋
の
御
歌
に
」
・
「
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
、
秋
歌
」
。
「
萩
」
・
「
暮
秋
」
は
、
集
の
排
列
み
だ
し
と
し

て
、
次
回
香
澄
・
岩
佐
美
代
子
『
風
雅
和
歌
集
』
（
一
九
七
四
・
一
二
弥
井
書
店
）
が
し
め
す
も
の
に
し
た
が
っ
た
。

岩
佐
美
代
子
『
永
福
門
院
』
（
一
九
七
六
・
笠
間
書
院
）
。

た
と
え
ば
、
岩
佐
・
前
掲
書
、
ま
た
竹
西
寛
子
『
式
子
内
親
王
・
永
福
門
院
』
（
『
日
本
詩
人
選
』

U
・
一
九
七
二
年
・
筑
摩
書
房
）
な
ど
。

前
掲
・
福
田
「
京
極
派
歌
風
の
要
点
」
参
照
。

荻
の
「
上
葉
」
や
「
軒
端
」
の
梅
と
い
っ
た
歌
材
が
、
庭
の
景
物
に
対
し
て
し
ば
し
ば
く
み
あ
わ
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
屋
内
か
ら
の
視
線
で

と
ら
え
る
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

『
永
福
門
院
百
番
御
白
歌
合
』
二
六
番
左
・
八
三
番
左
（
『
群
書
類
従
』
巻
一
二
二
所
収
）
。
表
記
を
一
部
あ
ら
た
め
た
。

『
新
古
今
集
』
巻
一
・
四
一
二
。

こ
れ
ら
の
歌
に
は
明
瞭
で
な
い
が
、
京
極
派
の
一
特
徴
と
さ
れ
る
時
間
の
推
移
の
表
現
に
つ
い
て
も
、
三
一
克
的
な
構
成
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
風
の
の
ち
あ
ら
れ
ひ
と
し
き
り
ふ
り
過
ぎ
て
ま
た
村
主
に
月
ぞ
も
り
く
る
」
（
『
玉
葉
集
』
巻
六
・
一

O
O五
。
為
子
）
。

無
論
、
京
極
派
は
正
統
的
な
歌
材
を
、
こ
の
た
め
に
よ
り
お
お
く
も
ち
い
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
「
軒
」
で
あ
る
。
「
窓
・
壁
」
は
、
特
徴
的
で

は
あ
る
が
、
京
極
派
の
方
法
の
な
か
で
の
比
重
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

（
お
）
で
「
犬
」
に
ふ
れ
た
が
、
よ
り
重
要
な
「
追
加
」
と
し
て
は
、
「
寺
」
や
「
村
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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