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る
。
正
し

い
結

論

で
あ
る
。

万
葉
集

の
枕
詞

「
霰

零
」

「
丸
雪
降

」
は
ア
ラ
レ
フ
リ
か
ア
ラ

レ
フ
ル
か

こ
れ
は
万
葉

集
三
八
五

・
一
一
七
四

・
二
七
ご
九
番

の

「
霰
零
」
と

一
二
九

三
番

の

「
丸
雪
降

」
に

つ
い
て
の
訓
を

考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
代
東

国
方

言

の
語
雪、い
に
徴
し
て
、
三
八
五
番

と

一
一七

二
九
番

の
「
霰
零
」
は
ア
ラ
レ
フ
ル
が

妥
当

で
、

一
一
七

四
番

の

「
霰
零
」
と

一
ご
九
三
番

の

「
丸
雪
降

」
は

ア
ラ
レ

フ
リ
と
も
ア
ラ
レ
フ
ル
と
も
訓
む
こ
と
が
で
き
、

い
ず
れ
と
も
決
定

す
る
こ
と

は
囚
難

で
あ
る
と
結

論
さ
れ
て

い
る
。

以

上
で
、
本
書

に

つ
い
て

の
簡
単
な
紹
介
を
終
る
こ
と
に
す
る

が
、
本
書

の

六
十
三篇
を
道
し
て
言

え
る
こ
と
は
、
す

ぺ
て
実
証
性

に
貫

か
れ
、
後
学
の
範
と

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
恰

も
魚

の
鱗

一
枚

一
枚
が
丹
念
に
正
確
に
描

か
れ
て

い

る

が
如
く
、

一
見
、

一
筆
で
さ
ら
り
と
書

か
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
部
分

で

も
、
水
中

に
お
よ
ぐ
魚

の
よ
う
に
、

一
枚

一
枚

の
鱗
は
魚

の
動

き
に

つ
れ
て
波

聞
に
き
ら

め
く
が
如

く
で
あ
る
。
し

か
し
、
論
文

の
真
意
を
く

み
と
れ
ず

、
か

か
る
微
妙
な
論

の
は
し
は
し
ま
で
の
紹
介

に
は
舌
た
ら
ず

の
点

が
多

い
。
特
に

紙
数

の
関

係
も

あ
っ
て
、
終

り
に
な

っ
て
更
に
簡
単
に
し

た
た
め
、
少
な

か
ら

ず
読
皆
を
し
て
誤
解
さ
せ
る
の
で
は
な

い
か
と
偏

え
に
恐

れ
る
。
自
分
自
身

の

目
で

一
読
し
、
確

か
め
て

い
た
だ
き
た

い
と
願
う
こ
と
切
で
あ
る
。
し

か
も
、

忽
卒

の
中
に
筆
を
執

っ
た

た
め
、
見
お
と
し
や
言

い
つ
く
せ
な

か
っ
た
点
、
徒

ら
に
妄
言
を
重
ね
た
点
も
多

い
と
思
う
。
先

生
の
御
寛
恕
を
お
願

い
し
て
筆
を

欄
く
こ
と
に
す

る
。
な
お
、
校

正
の
不
備

が
目
立

っ
が
、
索

引
と
校

正
の
不
備

は

一
に
我

々
の
責
任

で
あ
る
。

(
昭
和

三
十

九
年

二
月

二
十

日
、
南
雲
堂
桜
楓

社
刊
。

A
5
判
、
三
九
七
頁
、
二

四
〇
〇
円
。
)

横
山

正
著

『
浄
瑠
璃
操
芝
居
の
研
究
」

橘

英

哲

こ
の
度
、

「
浄
瑠
璃
操
芝
居

の
研
究

」
と
題
さ
れ
た
横
山
氏

の
著
書

が
刊

行

さ
れ
た
。
総

七
八

一
頁
、
氏

の
積
年

の
御
研
究

の
成
果

が
、

一
挙
に
花
咲

い
た

感

の
す

る

一
書

で
あ
る
。

内
容

に
は
、
も

ち
ろ

ん
以
前

か
ら
発

表
さ
れ
て
来
た
も
の
も
多

く
、
私

な
ど

に
も
な
じ
み
の
論
が
少
な
く
な

い
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
も
こ

の
書

の
副
題
に
、

「
浄
瑠
璃

の
近
世

的
性
格
を
中

心
と
し
て
」
と
あ
る
よ
う

に
、

「
浄
瑠
璃

の
近

世
演
劇
的
性
格

の
形
成

・
発
展

・
消
長
等

の
展
開
の
姿
を
眺

め
よ
う
と
す
る
」

(
緒
言
)
意
図

の
下
に
再
編
成

さ
れ
て

い
る
。
そ
り
し
た
視

点
に
立

っ
て
、
第

一
章

「
浄
瑠
璃
本

」
よ
り
は
じ
ま
り
、
第
五
章

「
芸
論
」
に
終

る
そ

の
内
容
は

「
浄
瑠
璃

作
品

の
内
容
並
び

に
表
現
形
式

か
ら
、
及
び
そ
の
浄
瑠
璃
を
現
在
に

伝
え
る
丸
本

の
当

時
に
於
け
る
刊
行
事
情
と
形
式
か
ら
、
更

に
又
、
作
者
や
浄

瑠
璃

の
音

声
的
演
奏
者

た
る
太
夫

の
意
識
と
観
客

の
批
判

か
ら
、
浄
瑠
璃
特
有

の
演
劇
的
性
格

」
八
緒
言
)
を
見
事
に
と
ら
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
み
る
と
、
こ

の
書

の
紹
介
は
と
、つ
て

い
私

な
ど

の

任

で

は

な

い
。
し

か
し
、
編

集
部
の
お
勧

め
も
あ
り
、
か

つ
微

々
た
る

歩
み
な

が
ら
も
後

に
続
き

た
い
と
願
っ
て

い
る
後
輩
と
し
て
、
あ
え
て
そ

の
栄
を
に
な
っ
た
わ
け



で
あ
る
。
的
は
ず

れ
の
も

の
に
な
り
か
ね
な

い
が
、
氏

の
御
寛
恕
を
願
う
し
だ

い
で

あ
る
。

、

甲さ
て
、
こ
の
菩
は
非
常
に
大
部
な
も
の
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
紙
数

で
は
内
容

の

一
々
の
要

約
は
囚
難
な

の
で
、
適
当
に
粗

密
の
差

を

つ
け
さ

せ
て

い
た
だ
く

こ
と
に
す

る
。
ま
ず
第

一
章

「
浄

瑠
璃
本

」
で
は
、近
松
以
前
、
近
松

時
代
、
近

松

以
後
と
分

け
、
近
松
時
代
に
は
海
音

も
含

め
て
、
主
と
し
て
丸
本
の
奥
書

の

識
語

の
分
類
に
よ
り
、
当
時

の
丸
本
出

版
界

の
動
勢
を
探
り
、
そ
こ
か
ら
、
作

品

に
対
す
る
太
夫

の
意
識

の
展
開
を
見

よ
う
と

さ
れ
る
。
特
に
近
松

の
場
合
、

義
太
夫

の
明
確
な
近
世
的
意
識

へ
の
展

開
が
み
ら
れ
、
海
音
に

つ
い
て
は
同
様

に
、
上
野
.少

橡
に
清
新
な
近
世
的
意
識
の
昂
揚

が
み
ら
れ
る
と

い
う
。
又
、
山

木
版
を
代
表

と
す
る
偽
版

の
横
行
に

つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
偽
版
を
支
え
た
時

代

の
背
景

を
、
近

世
商
業
資
本

の
丸
本
刊
行
界

に
お
け
る
飛
躍
と
し
、
そ

の
よ

つ
な
近
世
的
性
格

の
消
長

の
頂
点
を
、
元
禄

か
ら
享
保
に

か
け
て
の
頃
で
あ
る

と
し
て
、
こ
の
章
を
終

っ
て

い
る
。
奥
書

の
識
語

の
分
類
に
よ
る
こ
の
よ
う
な

研
究
は
、
従
来
全
く
な
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
も

の
で
あ
り
、
丸
本
の
書
誌
的
研

究

の

一
面

へ
、

一
条

の
ス
ボ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
あ
た
っ
た
感
が
あ
ろ
。

第

二
章
縁
、
近
松
作
品

の
本
文
批
判

の
問
題

で
あ
る
。
こ
れ
は
語

り
物
と
し

て

の
浄

瑠
璃

の
立
場

か
ら
、
太
夫
を
中

心
と
し

た
本
交
批
判
の
こ
と
で
あ
り
、

第

一
章
に
詳
細

で
あ
っ
た
奥
書

の
識
語
そ

の
他

の
資
料

か
ら
、
作
品

に
対
す
る

太
夫

の
意
識
を
な

が
め
、
近
松

の
浄
瑠
璃

丸
本

に
お

い
て
、
原
作
を
忠
実
に
伝

え
て

い
る

の
は
、
政
太
夫
本
で
あ
り
、
次

が
義
太
夫
本
、
加
賀

橡
本

は
最
下
位

に
あ
る
と
さ
れ
る
。

第

三
章

「
浄
瑠
璃

の
文
体
」
は
、

「
浄
瑠
璃

の
序
詞
」

「
浄
瑠
璃

の
道
行
」

「
浄
瑠
璃

の
二
三

の
修
辞
」
の
各
節

に
わ
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
資
料

の
十
分

な

用
意
が
な
さ
れ
て

い
て
く
わ
し

い
。
そ

の
つ
ち
、
私
個
人
に
と
っ
て
は
、特

に
第

ご
節

の
道
行

が
興
味
深
か
っ
た
。
文
学
と
し
て
表
現
さ
れ
た
道
行

の
あ
と
を

た

ど
る
こ
と
は
、
普
通
に
は
そ
う
困
難
な
こ
と
で
は
な

い
。
古
代

か
ら
の
道
行
文

の
、
史

的
展
開

の
脱
.な
る
あ
と
づ
け
な
ら
、
す
で
に
な

さ
れ

つ
く
さ
れ
て

い
る

と

い
っ
て
良

い
。
し

か
し
、
そ
の
道
行
文
が
浄
瑠
璃
の
中

に

現

わ

れ
、
し

か

も
、
浄
瑠
璃
に
欠
く
こ
ど
の
で
き
な

い
要
素
と
し
て
、
以
後

の
浄
瑠
璃
中

に
消

長
し

て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
過
程
も
、
又
そ

の
理
由

も
、

い
ま
だ
十
分
に
研

究

さ
れ

つ
く
し
た
と
は

い
え
な

い
と
思
う
。
そ

の
過
程

の
中
に
近
松

が
あ
っ
た
の

は
た
し

か
な
こ
と
だ
と
し

て
も
、
近
松

の
功
績
が
何
で
あ
っ
た

の
か
、
明
決

に

示
し
て
く
れ
る
答
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う

い
う
意
味

で
、
氏

の
こ
の
論

は
そ

の
答
で
も
あ
り
、
又
、
浄
摺
璃

に
お
け
る
道
行
研
究
の
今
後

の
道
標

で
あ

る
と
も

い
え
よ
う
。

ま
ず
、
浄
瑠
璃

と

い
う
劇
的
構
成
の
中
で
占
め
る
逆
行

の
位
置
に

つ
い
て
、

特
に
世
話
物
遵
行

、
そ
れ
も

心
中
物
に
劇

的
構
成
機
能

が
顕
著
で
あ
る

が
、
時

代
物
に
は
、

「
劇
的
趣
向

の
挿
入
」
が
み
ら
れ
る
と

い
う
点
で
、

「
近
世
演
劇

と
し
て

の
発
展

の

一
段
階
」
が
示
さ
れ
で

い
る
と

い
わ
れ
る
。

そ
の
世
話
物
道

行
に
顕
著
な
劇
的
構
成
機
能
と
は
、

「
逆
行
以
前

の
叙
事
的
、
劇
的
恵
件

の
進

行
変
展

の
す

べ
て
を
、
道
行
に
於

い
て
、
打
情
的
、
詩
的
、
音

曲
的

に
回
顧
、

述
懐
、
集
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
確
認
し
、
道
行
以
前

の
演
劇
的
世
界
を
道

行
に
於

い
て
感
情
的
に
裏
附
け
し
、
次

に
来
る
破
局
の
意
義
を
把
握
し
、
破
局

突
入

へ
の
感
情

的
準
備
と
整
理
と
を
行
な
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
道
行
を

一
曲
全

体

と
密
接

に
関
係
づ
け
る
道
行

の
機
能
」

(
　

)

の
こ
と
な

の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
、

「
近
世
的
色
彩

を
濃
厚
に
持

つ
心
中

(
情
死
)
、
或

は
そ
れ
に
類
似

し

た
封
建
的
死
を
予
想
す
る
場

合
に
、
特

に
成
立
し

た
」
(
　

)
と

い
う
点



に
、

「
近
世
特
有

の
劇
構
成
形
式

の
性
格

(近
世
劇

の
特
性
)
」
が
認

め
ら

れ

る
と

い
う

の
で
あ
る
。
次
に
道
行

の
詞
章
の
表
現

の
面

で
、
道
行
文

に
お
け
る

歌
謡

引
用

の
方
法
、
移
動
感
表
現

の
方
法
に
、
従
来
に
な

い
新
し

い
手
法
が
見

出

さ
れ
・

「
浄
瑠
璃
道
行
に
於

け
る
修
辞

の

一
つ
の
近
世
的
完
成

」
が
近
松
に

お

い
て
果

さ
れ
た

の
だ
と
さ
れ
る
。
以
上
は
主
と
し
て
、
作
者

た
る
近
松

の
技

南

こ
あ
す

か
ろ
こ
と

の
六A
き

い
点

に
関
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
次

に
そ
う
し

た

作
+
・の
技

關
を
支
え
る
「
作
者

。
太
夫

の
道
行

に
対
す
る
意
識
と
態
度
」
に
言
及

す
る
・
こ
の
り
ち
、
作
者
近
松

の
道

行
に
刻
す

る
考
え

は
、
例
の

"
虚
実

皮
膜

論

"
に
あ
き
ら

か
で
あ
り
、

「
十
分

な
生

の
躍
動
を
構
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

浄
瑠
璃

一
曲
全

体
に
於

け
る
劇
的
地
位

の
確
立
、
浄
瑠
璃

の
演
劇
性
の
完
成
を

期
待
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
」
(
　

)
と

い
わ
れ
る
が
、
太
夫
に

つ
い
て

は
、
加
賀
橡

・
義
太
夫

・
政

太
夫

の
、
そ
れ
ぞ
れ

〃
紫
竹
集
序

〃

〃
貞
享

四
年

義
太
夫
段
物
集
序

〃

"
音
曲

口
伝
喪

〃
な
ど

に
、
道
行
に
対
す

る
太
夫
と
し
て

の
態
度

か
示
さ
れ
て

い
て
、
結

局
こ
の
三
人

の
道
行
表
現
上

の

芸
風

の

相
違

は
、

「
事
実

+
仔
情
的
姜
化

(加
賀
橡
)
　

・
事実

+
昇

情
的
美
化

+
写
実
化

(詐
太
夫
)
ー
事

実

+
拝
情
的
美
化

+
写
実
化

の
強
化

(政

太
夫
）
」
(
　

の
開
係
て
あ
り
、
前

述
の
道
行
の
表
現
技
法

の
進
展
は
、
単

に
近
松

の
創
作

の

進
展
の
み
で
は
な
く
、
背

後
に
こ
の
よ
・つ
な
太
夫

の
意
識
、
態
度

の
支

え
が
あ

っ

た
か
ら
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
道

行
と

い
う
、

一
曲
の
浄
瑠
璃
中

で
も
特

に
舞
台
的
な
、

つ
ま

り
単
な
る
詞
章
の
読

み
だ
け

で
は
、
ど
う

も
に
偏
頗
な
も

の
に
な
ら
ざ
る
を
得

な

い
部
分
を
、
こ

の
よ
う

に
あ
く
ま

で
も
、
演
劇

と
し
て

綜
合
的
に
考
察
す

る
姿
勢

の
正
し
さ
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
道
行

の
み
な

ら
ず
、
各
論
に
お

い
て
著
者

の
こ
の
態
度

は

一
貫
し
て

み
ら
れ
る
が
、
そ

れ
が

当
然
な

の
だ
と
思

い
つ
つ
、
私
な

ど
に
は
と
う
て

い
そ

の
と
お
り
に

は
ゆ
か
な

い
む
ず

か
し

さ
を
、
演
劇
研
究

は
持

っ
て

い
る
よ
う

で
あ
る
。

第

四
章
に
う

つ
る
。

「
浄
瑠
璃

に
於
け

る
趣
向
と
描

写
の
問
題
」
と
題
さ
れ

た
こ

の
章
は
、
浄
瑠
璃
が
あ
く
ま

で
聞
き
流
さ
れ
て
し
ま
う
音
曲

で
あ
り
、
舞

台

の
対
象
が
人
形

で
あ

る
こ
と
か
ら
考

え
ら
れ

る

「
表
現
の
外
面
的
形
式

」
の

推
移
、

つ
ま
り
、

「
趣
向

・
描
写
の
様
式

の
変
化
」
を
中
心
に
み
た
も

の
で
あ

る
。
第

一
節
で
は

「
世
話
浄
瑠
璃

の
発

生
に
至

る
初
期
浄
瑠
璃

の
近
世
的
展
開

の
様
相
と
意
義
」
を
、
愛
欲
的
趣
向
を
中
心
と
し
て
考
察
さ
れ
、
続

い
て
第

二

節

と
第
三
節

で
、
近
松

の
時
代
物
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
近
世
的
性
格
成
立

へ
の
展
開
を
追
跡

さ
れ
て

い
る
。
ま
ず

時
代
物

で
は
、
時
代
物
中
最
も
世
話
的

な
、

い
わ
ゆ
る
時
代
世
話
物
と
、
逆
に
最
も
世
話
的
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る

曽

我
物
と
に
わ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有

の
表
現
形
式
を
詳
細
に
分
析
し
、
さ
ら

に
そ
れ
ら
を
綜
合
し
て
、
時
代
物
全
体
に

つ
い
て
そ
の
近
世
的
性
格

の
展
開
を

次
の
よ
う

に
区
分
さ
れ
る
。

胎
動
埋
　

世
継
曽
我

ー
用
明
天
皇
職
人
鑑

展
開
期
　

用
明
天
皇
職
人
鑑
～
傾
城
吉
岡
染

達
成
期
　

傾
城
吉
岡
染
～
曽
我
会
稽
山

円

熟
期
　
曽
我
会
稽
山
～
残

次
に
世
話
物

で
は
、
近

松

の
世
話

物
を

、
心
中

・
姦
通

・
犯
罪

.
仮
構

の
四

群
に
分
類
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
そ
の
群
に
特
徴

的
な
構
成
、
趣
向
、
表
現

形
式
を
分

析
す

る
。
そ
し
て
時
代
物

と
同
様
そ

の
展
開

の
様
相
を
区
分
し
、
宝

永

四
・
五
年

ま
で
の
第

一
期
、
享
保
初
焦
,ま
で
の
第

二
期
、
以

後

の
第

三
期

と

さ
れ
る
・
そ
し
て
、
時
代
物
、
世
話
物

の
進
展

の
経
過
を
合
せ
る
と
、
完

全
に

く

い
ち
が
っ
て
お
り

一
致
点
を
見
出

せ
な

い
が
、
こ
れ
は
、
非
近
世
的
な
も
の

か
ら
近
世
的
な
も
の

へ
と
進

ん
だ
時
代
物
と
、
す

で
に
近
世
化
し
た
も
の
が
更

`



に
高
次

の
近
世
的
性
格

へ
と
進

ん
だ
世
話
物

と
の
、
本
質
的
な
も

の
の
差
で
あ

ろ
と
し
て
お
ら
れ
る
。
次
に
近
松
残
後
の
後
期
浄
瑠
璃
が
、

「
具
体
的
に

い
か

な

る
変
化
を
し
、
ま

た
浄
瑠
璃
と
太
夫

・
人
形
な
ど

の
舞
台
と

の
関
係

が
ど

の

よ
う
な
推
移
を
示
し

た
か
し
な
ど
に

つ
い
て
考
察
さ
れ
る
が
、
そ

の

ー

の

享

保

・
元
文

・
寛
保
期
に
は
代
表
作
者

と
し
て
交
耕
堂
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
そ

し
て
そ
の
作
品
も
単
に
文
耕
堂
単
独
作

の
み
な
ら
ず

、
合
作
物
も
仔
細
に
考
証

し

て
と
り

あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
語
り
手

で
あ

る
太
夫
と

の
関
係
、
さ
ら
に
は

そ
の
作
晶

に
み
ら
れ
る
趣
向

の
型
な
と

か
ら
決
定

さ
れ
、
文
耕
堂

の
作
風
を
検

討

さ
れ
て

い
る
。
合
作
物
に

つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
推
論
は
、
私
な
ど
に
は

一

見
不
可
能

の
よ
ラ

に
さ
え

み
え

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
推
論

の
過
糧
は
明
快

で

あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
期

の
浄
瑠
璃
は
、

「
武

士
的
道
義

の
讃
美
、
武
卜
的
義

理

へ
の
人
情

の
拳
仕
的
傾
向
」
を
根

本
理
念
と
し
、
し

た
が
っ
て
近
松

時
代
に

く
ら

ぺ
て
、

そ
の
近
世
的
性
格
に
変
質
を
来
た
し
て

い
る
と

い
わ
れ
る
。
π

の

延
皇
以
後

は
、
各
作
品
に

つ
い
て
時
代
的
傾
向
を
な

が
め
、
こ

の
期

の
も

の
は

舞

台
、
太
夫

の
芸
中

心
に
見
る

べ
き
も

の
と
な
り
、

『
近
世
芸
能

と
し
て

の
自

主
的
価
値
と
意
義
と

を
失
う
に
至

る
」
と
結
は
れ
て

い
る
。
第

四
章

に
お
け
る

以
上

の
よ
う
な
考
察
は
、
や
や
表
面
的
な
感
が
な

い
で
も
な

い
。
し
か
し
、
氏

御
自
身

い
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
浄
瑠
璃
が
あ
く
ま
で
舞

台
に
か
け
ら
れ
る
演

劇

て
あ
る
と

い
う
こ
と
を
忘
れ
な

い
か
ぎ
り
マ

こ
の
よ
う

な
基
礎
的
事
項
の
表

現

の
究
明

は
、
当
然
な
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
も

の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
こ
の
段
階

を
不
満
と
す

る
ほ
ど
に
は
、
こ
の
面
で
の
浄
瑠
璃
研
究
は
進
ん
で

い
な
い
の
で

あ
ろ
。

第
五
章
「

芸
論
」
は
、
太
夫
芸
論
、
作
者
芸
論
、
操

り
評
判
記
、
稽
古
手
引

書

の
四
節
に
わ
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
深

い
考
察
が
な
さ
れ
て

い
る
。
内

容
の

一

々
の
紹
介
は
省

か
せ
て
い
た
だ
く

が
、
こ
れ
ら
か
ら
結
論
と
し
て
、
延
宝

か
ら

天

保
に
か
け
て

の
浄
瑠
璃
全
盛
時
代
を
、
延
宝
～

寛
保
の
本
質
形
成
時
代

、
延

享
～
天
明

の
技
巧
展
開
時
代

、
天
明

～
天
保

の
古
典
化
流
行
時
代

の
三
期
に
わ

け

て
お
ら

れ
る
。
そ
の
第

一
期

は
、
作
者
、
太
夫
、
座
本
な
ど

の
操
り
芝
居

の

提
供
者

の
側
に
発
展
の
中

心
が
あ
っ
た
時
代

で
あ
り
、
第

一
一期
は
、
作
品
よ
り

も
音
曲

の
方

に
重
点
が
移

っ
た
音
曲
的
技
巧
展
開

の
時
代

で
あ
り
、
そ
し
て
第

三
期
は
、
操

り
芝
居
そ

の
も
の
は
古
典
化
、
固
定
化
し
、
か
わ
っ
て
素
人
浄
瑠

璃
が
流
行
し

た
時
代

で
あ
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

最
後
に
、
以
上

の
各
方
面

の
年
代
的
展
開
を
要

約
し

、
元
禄
末
年

、
宝
永
中

頃

、
享
保
前
半

、
寛
保
、
延
享

の
各
時
期

が
、
、各
種

の
転
機

が
重
複
し
、
操
り

浄
瑠
璃
史
上
、
重
要

な
時
期

で
あ
る
と
結
論
し

て
終

っ
て

い
る
。

現
在

の
浄
瑠
璃
研
究

の
進
歩

は
か
な
り
な
も
の
が
あ
る
が
、
と
も
す
れ
は
そ

れ

が
細
か
く
な
り
す
ぎ
、
深
く
は
あ
っ
て
も
部
分

的
で
し

か
な
い
き
ら

い
が
な

い
で
も
な
い
。
そ

の
是
非
を

い
り

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で

一
つ
の
史
観
の
裏

打

ち
が
必
要
と

い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。
前

述
し
た
よ
・つ
に
こ

の
書

の
中

心

は
、
浄
瑠
璃
操
り
芝
居
に
お
け
る
近
世
的
な
も
の
の
展
開

の
究
明

で
あ
る
。
し

か
も

そ
れ

が
、
こ

の
書

の
標
題

の
と
お
り
、
浄
瑠
璃
を
演
劇
と
し
て

み
る
と

い

う

一
貫
し
た
視
点
に
立
っ
て
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
点
に
意
義

が
あ
る
。
第

五

章
に

お
い
て

み
ら
れ
た
、
作
者
、
太
夫

の
芸
論
は
も
と
よ
り
、
操
り
評
判
記
か

ら
、
又
素
人

の
稽

古
手
引

書
の
類
か
ら
、
当
時
の
浄
瑠
璃
操
り
界

の
様
相

を
と

ら
え
よ
う
と
さ
れ
る
の
も
、
そ

つ
し

た
姿
勢

の
下
で
の
方
法
な

の
で
あ
る
。

豊
富

な
資
料
に

よ
る
考
証
の
確
か
さ

(
例
え
ば
第

一
章
に
お

い
て
、
当
時

の

丸
本
出
版
界

の
状
態
を
み
る
際

の
、
出
版
事
情
を
物
語

る
豊

か
な
傍
証
資
料
に

よ
る
緻
密
な
考
証
な
ど
)
は
、
各
論
を
細
部
に
ま

で
的
確
に
推
し

進

め

て

ゆ

く
。
そ
し
て
そ
れ
を
支

え
る
前
述

の
巨
視
的
な
ゆ
る
ぎ

な
い
態
度

に
よ
っ
て
、

演
劇
と
し
て

の
浄
瑠
璃

と
い
う

複
雑
な
対
象

に
、
実

に
見
事

に
接
近
し
て

い
る
・

書
だ
と

い
え
よ
う
。

(昭
和
三
十
八
年

十

ご
月
十
五

日
、
風
間
書
房
刊
。
A
5

判

、
七
八

一
頁
、

四
八
〇
〇
円
。
)


