
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

連歌に於ける美的情調（一）

小島, 吉雄

https://doi.org/10.15017/2557078

出版情報：文學研究. 11, pp.1-21, 1935-04-10. 九州文學會
バージョン：
権利関係：



辿
歌
に
於
け
る
美
的
猜
岡

り
し
て
は
な
ら
な
い
。
結
局
、

つ
の
諧
和
の
上
に
成
立
つ
。
前
句
と
付
句
と
の
取
寄
り
の
美
と
は
、

巻

壽

の

上

か

ら
見
た
菱
化
と
調
和
と
の
美
で
あ
る
。
即
ち
、
述
歌
に
は
前
後
の
長
短
二
句
の
取
合
せ
に
よ
つ
て
醸
し
出
さ

れ
る
―
つ
の

箭
趣
が
大
切
で
あ
る
が
、
此
の
俯
趣
は
次
々
と
褪
化
流
励
し
て
行
っ
て
決
し
て
同

一
の
内
容
で
あ
っ
た
り
同

一
の
氣
分
の
も
の
で
あ
っ
た

一
巻
全
閤
の
美
と
い
ふ
も
の
は
、
此
の
個
々
の
情
趣
が
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
斐
化
し
流
動
し
て
行
っ
て、

恩
ふ
に、

完
成
し
た
様
式
の
述
歌
は
、

て
最
も
大
切
な
美
的
要
素
と
な
つ
て
ゐ
る
。

鼠
に
於
て
は
餘
情
と
い
ふ
こ
と
が
や
か
ま
し
く
言
は
れ
る
。
何
札
の
述
歌
碧
を
見
て
も
、

そ
れ
に
獨
れ
て
ゐ
な
い
い
の

は
な
い
。
辿

歌
害
に
い

ふ
餘
術
と
い
ふ

の
は
、
句

々
の
言
外
に
溢
れ
た
だ
よ
ふ
美
的
情
調
の
細
叩
で
あ
る
。
而
し
て
、

一
句
の
付
立
て
の
美
と
、
前
句
と
付
句
と
の
取
り
寄
り
の
美
と
、

、一
座
の
う
つ
り
の
美
と
の
三

文膨

序
學

研
説

完

―
つ
の
句
の
間
の
配
合
美
で
あ
り
、

(
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そ
の

一
座
の
う
つ
り
の
美
と
は
、

連
歌
爬
於
け
る
美
的
情
調

□

第
十

一
輯

小

., 島
か
や
う
な
美
的
梢
調
は
述
歌
に
於

吉

（
昭
和
十
年
四
月
移
芸
り
）

雄



る
。
そ
し
て
、

総
的
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
音
楽
的
な
美
そ
の
も
の
に
外
な
ら
な
い
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
音
築
的
に
作
り
出
さ
れ
た
美
的
悧
調
の
色
合
に
よ

本
箭
趣
が

i

つ
ー
つ
異
つ
て
ゐ
て
次
々
に
笈
化
し
て

ゆ
く
焚
化
相
の
中
に
生
れ
る

リ
ズ
ム
の
美
慇
が
、

．
句
の
句
立
て
の
美
は
、
此
の
俯
調
の
隙
成
と
そ
の
焚
化
美
と
を
効
呆
づ
け
る
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。

-
ll心
、
雑
駁
な
、
ま
と
ま
っ
た
窓
味
を
も
た
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ね
ら
つ
て
ゐ
る

と
こ
ろ
は
、

せ
ら
れ
た
美
的
梢
調
、
あ
る
盃
只
し
た
美
的
氣
分、

さ
う
い
ふ
も
の
を

を
保
つ

て
リ

ズ
ミ
カ

ル
に
移
り
流
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い

ふ
こ

と
に
な
る

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
述
歌
美
と
い
ふ
こ
と
に
な

正
し
く
氣
分

歌
の
ね
ら
ひ
ど
こ
ろ
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
に
め
に
は
、
辿
歌
の
各
句
の
も

つ
i

つ
i

つ
の
術
趣
が
、
美
的
調
和

吉
村
冬
彦
氏
が
許
て
「
思
想
」
誌
上
に

i

つ
の
思
ひ
つ
き
と
し
て
映
曲
と
述
俳
と
の
類
似
を
論
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
辿
歌
の

様
式
理
論
は
、
い
か
に
も
、
映
曲
の
原
珊
に
似
通
つ
た
黙
を
も
つ
て
ゐ
る
。
映
●M
の
方
で
は
、
そ
の

i

駒
一
齢
が
獨
立
し
た
―
つ
の
梢
趣

を
も
つ
て
ゐ

る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
映
●
臼
を
観
て
受
取
る
快
感
は
、
そ
の
一
駒
一
飽
の
編
輯
述
紐
に
よ
る

リ
ズ
ミ
カ
ル
な
表
現
の
全
閤
と
し

て
の
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
カ
ッ

ト
バ
ッ
ク
と
か
大
彩
し
と
か
辿
裁
と
か
二
煎
紺
出
と
か
、
或
は
夜
の
場
面
、
朝
の
場
而
、
色
々
の

シ
ー
ン
の
焚
化
を
適
裳
に
編
輯
連
紐
さ
せ
て
如嬰
而
笈
化
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
美
を
示
す
、
最
近
の
音
粛
に
於
て
は
更
に
此
の
上
に
昔
の
酪
伴

が
あ
る
が
、
か
や
う
な
搬
而
笈
化
の
律
調
美
が
映
載
の
本
質
的
美
だ
と
わ
た
く
し
は
思
ふ。

而
も
辿
歌
の
様
式
美
の
原
理
は
、
こ

れ
に
餘

ほ
ど
よ
く
似
て
ゐ
る
と
Ill
心
は
れ
る
の
で
、
こ
の
事
は
、
わ
た
く
し
も
敷
年
前
ラ
ヂ
オ
を
通
じ
て
話
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
て、

辿
歌
の
作
法
杏
で
は
、
こ
の
辿
歌
一
巻
の
悧
訓
の
リ
ズ
ミ
カ
ル

な
流
れ
と
い
ふ
こ
と
に
就
い
て
は
、
非
常
な
注
意
を
彿
つ
て
ゐ

に
あ
る
。
あ
る
統

述
歌
と
い
ふ

も
の
は
、

つ
て
そ

の
述
歌
一
巻
の
氣
分
と
か
持
味
と
か
が
決
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。

だ
か
ら
、

巻
の
上
に
源
は
せ

よ
う
と
い
ふ
の
が
、
辿

一
口
に
言
へ

ば
、

述
歌
は
こ
付
間
の
梢
趣
が
基
本
と
な
り
、
そ
の
基

文

卑

研

究
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辿
歌
に
於
け
る
美
的
箭
調

る
の
で
あ
っ
て
、

． 

そ
の
た
め
に
、
形
式
の
上
で
去
煉
の
法
則
を
定
め
た
り
、
或
は
手
爾
乎
波
の
用
法
に
詳
し
い
誂
明
を
加

へ
た
り
ま
で
し

て
を
る
。
つ
ま
り
、
映
曲
が
目
や
耳
を
通
じ
て
ね
ら
つ
て
ゐ
る
黙
を
迎
歌
は
文
字
の
直
観
力
を
利
用
し
て
企
て
よ
う
と
し
て

ゐ
る
か
の
や

う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
而
も
、
か
う
い
ふ
述
歌
美
は
、
決
し
て
お
の
づ
か
ら
生
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
述
歌
作
者
が
意
識
的
に
さ
う

い
ふ
梢
調
と
帖
調
の
焚
化
美
と
を
構
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
述
歌
の
特
殊
性
が
存
し
て
る
る
。
す
ぐ
れ
た
述
歌
作
者
は
、
先
づ

自
己
の
想
像
を
は
た
ら
か
せ
て
、
出
来
る
だ
け
素
睛
し
い
罰
調
を
描
き
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
°
次
に

、
そ

の
敏
感
な
音
楽
的
感
受
力
を
以
て

前
の
梢
調
と
後
の
削
調
と
の
闘
係
を
四
微
の
う
ち
に
感
得
し
て
、
美
し
い
焚
化
美
を
も
つ
た
餅
調
の
流
れ
を
楷
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

連
歌
の
妙
味
は
、
燕
し
、

そ
こ
に
あ
る

の
で
あ
る
0

す
な
は
ち
、
辿
歌
は
氣
分
を
表
視
す
る
文
即
子
で
あ
り
、
ま
た
想
像
に
依
腺
す
る
文
卑

で
あ
る
。
述
歌
が
か
う
い
ふ
特
殊
な
文
學
で
あ
る
か
ら
、
辿
歌
作
者
は
、
連
歌
に
餘
栢
を
翁
ぶ
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
、
述
歌
に
於
て
述
歌
作
者
逹
の
梢
成
せ
む
と
し
た
美
的
糾
訓
の
内
容
は
、
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
か
°
わ
た
く
し
は
、

こ
れ
の
姿
を
、

こ
れ
か
ら
、
主
と
し
て
述
歌
師
の
言
葉
の
中
か
ら
探
り
出
し
て

み
よ
う
と
恩
ふ
。

云
羅
歌
に
餘
梢
の
美
食
詈
出
し
た
の
は
、
わ
た
く
し
の
姉
つ
て
ゐ
る
限
り
で
は
、
二
條
良
基
で
あ
る
°
順
徳
院
の
八
雲
御
抄
時
代

に
は
、
ま
だ
そ
の
車
が
は
つ
き
り
述
べ
ら
れ
て

ゐ
な

い
。
ま
た
、
そ
の
の
ち
も
、
良
基
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
餘
梢
美
を
脱
い
た
ま
と
ま

っ
た
連
歌
諭
が
今
日
残
っ
て
ゐ
な
い
。
で

は
、
何
故
、
良
基
の
時
に
な
っ
て
餘
術
の
美
が
脱
か
れ
出
し
た
の
か
。

元
来
、
辿
歌
は
、
堂
上
公
家
の
歌
合
的
淋
閲
氣
の
中
か
ら
生
れ
て
来
た
姉
的
共
同
遊
戯
で
あ
っ
た
。
歌
合
と
い
ふ
も
の
が
、
も
と
も
と

塾
翠
的
興
味
か
ら
起
っ
た
共
同
遊
戯
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
次
第
に
作
歌
訓
練
の
道
場
化
せ
ら
れ
る
に
至
っ

て、

厳
應
呉
勢
な
も
の

と
な
り
、
遊
戯
的
分
子
が
稀
蔀
と
な
っ
た
。
そ
し
て
歌
合
が
遊
戯
的
分
子
を
止
揚
す
る
と
、

そ
の
あ
と
に
連
歌
が

(
―
二
七
五
）



代
附
せ
ら
れ
、
連
歌
は
歌
合
の
餘
技
と
し
附
酪
物
と
し
て
流
行
し
彼
逹
し
た
。
歌
合
に
伴
ふ
窮
屈
さ
や
緊
張
味
を
な
ご
ま
し
ヂ址
け
、
會
衆

を
娯
業
的
氣
分
に
還
元
さ
せ
る
役
目
を
迎
歌
は
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。
而
も
、
歌
合
に
於
け
る
共
同
遊
戯
的
心
性
に
育
つ
て
来
た
公
家
歌

人
は
、
同
じ
様
な
共
同
遊
戯
と
し
て

の
連
歌
を
た
や
す
く
受
納
れ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

堂
上
公
家
の
掌
中
に
あ
る
限

り
、
迎
歌
は
、
歌
合
の
附
酪
物
た
る
地
位
を
離
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
公
家
歌
人
の
僻
統
精
帥
が
、

の
言
葉
は
辿
歌
に
用
ゐ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
に
は
、
連
歌
は
飽
く
ま
で
餘
技
で
あ
り
、
媒
業
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
述
歌
に
獨
立
し
た
文
學
と
し
て

の
債
値
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
適
々
此
の
述
歌
が
地
下
文
躯
僧
の
好
む
と
こ

ろ
と
な
り
、
そ
の
手
に
よ
つ
て
和
歌
に
到
立
す
る
文
學
的
地
位
を
附
典
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
述
歌
が
地
下
的
に
登
展
せ
し
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
和
歌
が
堂
上
の
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
こ
に
活
躍
の
餘
地
を
見
出
せ
な
か
っ
た
地
下
俯
は
、
連
歌
に
自
個
の
自
由
の
新

天
地
を
開
拓
し
よ
う
と
期
待
し
た
ら
し
い
。

陪

つ
て、

彼
等
の
間
に、

和
歌
的
な
も
の
を
連
歌
に
取
入
れ
て
連
歌
の
債
値
を
高
め
よ
う
と

す
る
迦
動
が
起
っ
た
。
秘
蔵
の
言
葉
を
連
歌
に
用
ゐ
な
い
と
い
ふ
歌
人
の
他
統
精
帥
を
破
却
し
て
、
和
歌
秘
蔵
の
言
葉
を
も
連
歌
に
大

い

に
用
ゐ
て
、
連
歌
を
媒
柴
の
領
域
か
ら
離
脱
さ
せ
よ
う
と
い
ふ
革
命
的
氣
風
が
そ
れ
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、

時
代
の
救
惰
法
師
の
連
歌
に
見
る

こ
と
が
出
来
る

と
思
ふ
。
二
條
良
基
は
、
此
の
救
洲
法
師
の
彩
懇
を
受
け
て
ゐ
る
。
救
演
の
影
孵
を
受

け
て、

連
歌
に
和
歌
的
な
も
の
を
移
植
す
る
努
力
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
述
歌
を
和
歌
か
ら
獨
立
し
た
一

様
式
た
ら
し
め
、

そ
の

文
學
個
値
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
公
家
文
化
が
地
下
文
化
に
融
和
せ
ら
れ
て
、
更
に
公
家
へ
逆
怖
入
せ
ら
れ
て
行
っ
た
、
賞
時

の
文
化
相
の

二
向
が
、

情
を
詮
き
は
じ
め
た
の
は
、
此
の
地
下
連
歌
を
取
上
け
て
、
こ
れ
に
和
歌
的
俊
美
を
附
興
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
今
川
了
俊
の

文

躯

や
は
り
此
の
連
歌
の
歴
史
の
上
に
も
眺
め
ら
れ
る
の
が
、
わ
た
く
し
の
典
味
を
そ
そ
る
。
す
な
は
ち
、
良
基
が
餘

研

究
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辿
歌
に
於
け
る
英
的
罰
調

し
る
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
了
俊
が
歌
に
す
べ

き
風
術
を
連
歌
に
し
た
ら
、
良
基
は
大
斐
そ
の
述
歌
を
ほ
め
た
と
い
ふ
0

(落
啓
露
凱
）

普
通
、
二
條
良
基
の
頃
に
は
、

鎌
盆
述
歌
と
京
辿
歌
と
が
到
立
し
て
ゐ
た
と
い

ふ
こ
と
が
言
は
れ
て
を
る
。

今
川
了
俊
の
「
落
書
鋸
顕
」

に
は
、

鎌
倉
述
歌
は
救
沖
の
連
歌
を
諒
っ
た
と
い

ふ
こ
と
が
出
て
ゐ
る
。
鎌
介
蓮
歌
と
い
ふ

の
は
、
恐
ら
く
地
下
述
歌
の
尤
な
る

も
の
で

あ
っ
た
ら
う
。
良
基
の
著
と
侮
へ
ら
れ
る
「
一
紙
品
定
」
に
は
、

「
さ
る
ら
ん
、

さ
て
、
述
歌
の
歴
史
を
大
観
す
る
に
、
述
歌
に
於
け
る
餘
箭
美
諭
に
は
二
つ

の
流
れ
が
あ
る。

姿

の

餘

情

美

さ
れ
ば
、

五
―
つ
は
二
條
良
基
を
中
心
と
す
る
一
流

京
派
第
一
流
の
連
歌
師
は
み
な
和
歌
的
素
養
を
も

つ
て

（紳
宮
文
郎
本
「
心
倣
作」）

梵
灯
庵
の
あ
と
を
受
け
た
高
山
宗

（落
紙
品
蹄
願
）
と
い
ふ
し
、

救
済
の

京
述
歌
と
鎌
倉
連
歌
と
の
根
本
院
別
は
、
和
歌
的

さ
り
け
り
、
と

に
か
く
に
、
此
叫
の
手
爾
薬
、

鎌
倉
手
爾
葉
と
て
好
む
べ

か
ら
す
」

と
あ
る
。

こ
れ
で
見
る
と
、

録
盆
述
歌
は
、
卑
俗
の
言
薬
を
使
用
し
て
京
述
歌
派
か
ら
は
線
は
れ
た
も
の
と
見
え
る
。
同
じ
良
基
の
「
十

間
最
秘
抄
」

に
は
、
俗
な
る
心
、
俗
な
る
詞
、
俗
な
る
風
梢
を
去
れ
と
い
ふ
こ
と
を
述
べ

て
ゐ
る。

鎌
念
述
歌
派
は
、
ま
た、

顕
」
の
例
か
ら
察
す
る
と
、
京
連
歌
派
の
上
品
ぶ
つ
て
、
而
も
意
味
の
晦
澁
な
の
を
飽
き
た
ら
す
思
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
良
基
が
俗
と
い

ふ
の
は
、
礼
の
な
い
こ
と
、

換
言
す
れ
ば
俊
美
で
な
い
こ
と
を
い
ふ
の
で
、
而
も
、
そ
の
仮
美
で
有
る
無
し
の
判
定
尺
度
は
、
和
歌
的
で

あ
る
か
ど
う
か
と
い

ふ
勁
に
あ
っ
た
も
の
4
や
う
で
あ
る
。
(
+
間
最
秘
抄
）
つ
ま
り
、

要
素
の
多
森
と
い

ふ
動
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
°
救
罰
は
冷
泉
危
相
の
門
弟
だ
っ
た

の
ち
名
豚
の
あ
っ
た
朝
山
梵
灯
庵
は
冷
泉
為
秀
の
門
に
遊
ん
だ
と
言
は
れ、

糊
、
能
川
智
蘊
も
招
月
庵
正
徹
の
歌
弟
子
だ
っ
た
と
言
は
れ
る。

（
さ
さ

め
肯
）

ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、

連
歌
の
餘
情
美
は
、
か
う
い
ふ
和
歌
へ
の
思
慕
の
中
に
痰
生
し
て
来
た
の
で
あ

る。
（
ー
ニ
七
七
）

「
洛
書
叩蹄



ば
か
り
に
て
わ
ろ
き
事
は
あ
る
ま
じ
け
れ
ど
も
、

迎
歌
の
ち
ひ
さ
く
つ
ま
り
た
る
や
う
に
な
る
事
の
あ
る
に

や
」

「
述
理
秘
抄
」
を
み
る

と、

秀
逸
の
閤
に
は
色
々

あ
る
が
、

自
分
は
、

と
い
ふ
幽
玄
も
一
句

「
股
蒙
句
法
」
に
「
幽
玄

で
あ
り
、
他
は
心
敬
俯
都
を
中
心
と
す
る
一
系
で
あ
る
。

良
基
流
の
餘
罰
美
は
姿
に
重
心
を
樅
く
も
の

で
あ
り
、
心
敬
俯
都
の
餘
箭
美
は

元
来
、
良
基
の
述
歌
論
に
は
救
滸
的
な
二
皿
と
頓
阿
的
な

一
而
と
が
あ
る
。
救
邪
的
と
い
ふ
の
は
、
和
歌
的
風
術
を
揮
取
し
て
述
歌
に

餘
餅
美
あ
ら
し
め
よ
う
と
す
る
黙
で
あ
る
。
頓
阿
的
と
い

ふ
の
は
述
歌
を
座
輿
或
は
姉
的
奴
楽
と
観
じ
て
、
常
座
の
感
典
を
重
ん
じ
る
恩

想
で
あ
る
。
菟
し
、
此
の
雨
而
の
同
時
什
在
は
、
彼
の
前
句
の
取
寄
り
に
於
け
る
内
容
美
に
脳
す
る
餘
梢
論
を
可
成
り
不
侃
底
な
も
の
と

「
い
づ
く
い
か
に
と
付
た
る

や
ら
ん
と
お
ぼ
ゆ
る
を
よ
く
よ
く
案
す
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
ふ
か
き
心
の
あ
ら
は
れ
て
幽
玄
な
る
お
も
か

け
そ
ひ
て
聯
か
う
づ
み
て
し
た
る
、
ふ
か
く
付
た
る
」

を
好
む
と
述
べ
て
を
る
。
こ
れ
は
明
か
に
、
前
何
の
と
り
よ
り
に
餘
術
美
を
庶
幾
し
て
ゐ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼

は
、
か
や
う
な
の
を
以
て
理
想
唯

一
の
附
方
だ
と
は
考

へ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
、
寄
合
付
や
詞
付
の
中
に

も
秀
逸
の
何
は
あ
る
と
な
し、

時
に
は
寄
合
を
以
て
述
歌
の
大
宗
で
あ
る
（

こ
の
項
「
路
洪
蒻
副
」
の
文
に
撒
る
）
と
す
ら
脱
く
の
で
あ
る
。
寄
合
と
い
ふ
の
は
、
前
句
の
詞

の
内
而
的
な
絲
を
辿
つ
て
付
句
を
す
る
も
の
で

、
全
く
箭
趣
美
の
構
成
を
考
慮
せ
ざ
る
知
的
付
方
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
付
方
を
認
め
る
と

い
ふ
の
は
、

そ
の
場
の
伽
的
感
典
を
重
説
す
る
か
ら
で
あ
る
。
前
句
の
と

9
よ
0
に
餘
術
を
面
＜
硯
る
立
場
か
ら
は
、
か
う
い
ふ
の
は
不

徹
底
な
所
諭
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
お
も
ふ

に、

良
非
の
思
想
に

は
頓
阿
的
な
要
素
が
膀
利
を
占
め
て、

彼
の
餘
俯
美
は
、
そ
の
誼
黙
を

前
句
の
と
り
よ
り
に
よ

り
も
主
と
し
て
そ

の
付
句
の
用
語
句
法
の
上
に
お
い
て

ゐ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
て
を
る
。
樗
へ
ば
、

心
に
距
心
を
協
く
も
の
で
あ
る
。

文

母£

研

究
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辿
歌
に
於
け
る
美
的
椅
濶

梵
灯
庵
の
語
る
と

こ
ろ
で
は
、
良
基
は
「
述
歌
は
い
か
ほ
ど
も
餘
情
あ
り
て
幽
玄
な
る
が
堂
上
の
翫
と
見
え
て
よ
き
な
り
」
と
言
っ
た
と

「
前
涼
殿
の
有
明
月
に
梅
の
か
を
り
悩
つ
ら
ん
様
に
案
す
べ
し
」
と
設
い
た
と
も
い
ふ
。
か
く
て

、
こ

の
良
基
の
考
へ
を
押
し
す
す
め
て
ゆ
く
と
、
餘
箭
と
い
ふ
も
の
は
、
詞
か
か
り
の
す
ぐ
れ
て
幽
玄
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
る
も
の
ら
し

「
よ
り
あ
ひ
も
な
く
付
け
に
く
か
ら
ん
句
に
は
一
句
を
か
ざ
り
た
て
て
幽
玄
に
つ
け
ぬ
れ
ば
、
こ
ま
か
な
る
あ
ひ
し
ら
ひ
は
な
け
れ
ど

と
い
ふ
言
棠
が
、
わ
た
く
し
に
さ
う
推
論
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
良
基
は
辿
歌
に
於
て
は
一
付
の
仕
立
て
の
や
さ
し
く
幽
玄
な
る
を

第
一
と
し
、
付
方
の
餘
梢
を
第
二
と
す
る
主
義
で
あ
っ
た
と
息
は
れ
る
。

洲
一
人
を
除
く
他、

と
こ
ろ
で
、
こ

の
良
基
を
中
心
と
し
て
数
々
の
地
下
連
歌
師
が
梨
っ
た
が
、
そ

の
う
ち
、
斯
界
の
指
導
的
地
位
に
立
っ
た
人
で
は
、
救

そ
の
名
の
冠
せ
ら
れ
る
箸
述
が

大
略
良
基
の
連
歌
論
の
近
奉
者
と
考
へ

て
よ
ろ
し
か
っ
た
。
救
料
の
辿
歌
論
は
、

「
和
歌
制
詞
」
「
和
歌
手
爾
波
口
僻
」
の
二
部
し
か
な
い
の
で
、
充
分
伺
ふ

を
得
な
い
が
、
彼
が
和
歌
的
餅
趣
を
付
句
に
描
取
し
て
、

も
、
餘
俯
の
そ
ひ
て
而
白
く
き
こ
ゆ
る
也
」
（
辿
珊
秘
抄

い
の
で
あ
る
。

い
ひ
（
梵
灯
庵
返
袈
蒋
）

、
ま
た、

の
上
に
だ
け
用
ゐ
た
美
的
判
念
で
あ
っ
た
。

七

断

「
梵
灯
庵
返
答
智
」
に
よ
れ
ば
、
彼
は
付
句
の
か
か
り
を
第
一
義
と
考
へ
て
ゐ
た
と
い
ふ
。

か
か
り
は
何
の
姿
、
句

の
姿
は
畢
党
詞
の
つ
づ
け
が
ら
だ
と
い
ふ
の
が
彼
の
考
へ
で
あ
る
が
、
「
筑
波
問
答
」
に
も
、
「
弓
を
引
く
と
き
姿

が
と
と
の
つ

た
ら
ば
お
の
づ
か
ら
的
に
あ
た
る

の
と
同
様
に
、
述
歌
も
姿
が
本
で
あ
る
」
と
、主
張
し
て
を
る
。
而
し
て
、
彼
は
此
の
詞
や

姿
の
判
想
美
を
幽
玄
の
語
で
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
の
い
ふ
幽
玄
と
は
飯
美
を
そ
の
恥
性
と
し
C
ゐ
る
や
う
で
、
而
も
此
の
俊
美
は
和
歌

的
仮
美
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考

へ
て
を
る
。

和
歌
的
俊
美
と
い
ふ

の
は
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
棠
上
公
家
の
設
族
的
優
美
を
意
味
す
る
。

＇ （
ー
ニ
七
九
）



な
ど
と
い
ふ
幽
は
、
全
く
良
基
の
説
の
訊
述
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
4

に
注
店
せ
ら
れ
る
の
は
、
同
じ

「
初
心
求
詠
狛
」
中
に
、

「
述
歌
に
様
々
の
風
腸
あ
り
。
此
中
に
こ
と
に
秀
逸
餘
情
の
句
を
心
に
か
け
侍
る
べ
き
也
」

「
辿
歌
は
心
よ
り
取
り
よ
る
を
第
一
と
し、

寄
合
に
て
付
る
を
第
二
と
す
。
瑯
ら
心
を
本
と
し
侍
る
べ
し
」

と
い
ひ
、

「
詞
幽
玄
な
る
所
を
目
に
か
け
て
す
る
を
上
手
と
申
す
べ

し」

と
か
、

「
宗
硼
鹿
抄
」
中
に

「
連
歌
は
詞
か
か
り
を
も
と
と
し
、
心
を
も
と
む
る
な
か
れ」

然
餘
情
の
付
を
宜
践
し
た
こ
と
は
、

そ
の
作
品
か
ら
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、

営
時
の
他
の
連
歌
師
に
は
所
謂
寄
合
付

詞
付
が
大
半
を
占
め
て
ゐ
て
、
餘
情
の
付
句
は
そ
の
数
勘
い
の
で
あ
る
。
今
川
了
俊
は
周
阿
の
閣
を
學
ん
だ
人
で
あ
る
が
、
そ
の
「
了
俊

「
周
阿
の
庭
訓
に
は
、

い
か
さ
ま
に
も
連
歌
は
寄
合
な
く
て
は
連
歌
に
て
あ
る
ま
じ
き
と
を
し
へ
候
也」

と
述
べ
て
、
周
阿
が
寄
合
を
第
一
と
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
を
言
つ
て
ゐ
る
。
朝
山
梵
灯
庵
は
良
基
も

「
洞
涼
殿
の
有
明
の
月
に
栴
の
か

を
り
み
ち
た
る
に
若
殿
上
人
の
立
ち
た
る
は
、

大
立
物
で
あ
る
が
、
そ
の
著
述
を
見
る
と
、

日
記
」
と
い

ふ
も
の
A

中
で
、

文

學

研

究

「
初
心
求
詠
集
」
に

一
付
の
姿
に
つ

い
て
の
餘
情
を
認
め
る
ば
か
り

い
づ
れ
の
中
豚
ぞ
い
づ
れ
の
少
将
ぞ
と
あ
や
ま
た
る
4

悌
」
（
初
心
求
帥
集
）

や
は
り
、
良
基
の
姿
第
一

主
義
を
描
承
し、

で
、
付
句
は
寄
合
に
心
を
か
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
梵
灯
庵
に
数
を
乞
？
た
高
山
宗
硼
は
、
宗
祇
の
言
を
借
り
れ
ば
、
此
の
道
の
明
匠
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
亦
、

詞
第
一
主
義
に
立
節
つ
て
ゐ
て
、
良
基
の
言
説
を
金
玉
と
心
得
て
ゐ
た
人
で

あ
っ
た
。

第
十
一
輯

A 

(
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二
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と
裳
美
し
た



こ
れ
は
、

と
い
つ
て
ゐ
る
二
幽
で
あ
り
、
こ

の
二
黙
は
、
彼
が
前
句
と
付
句
と
の
取
寄
り
に
枯
趣
美
を
第
一
と
し
て
ゐ
る
が
如
く
思
は
せ
る

の
で
あ

「
第
一

に
耳
と
言
ふ

は
、
ひ
ろ
く
物
を
心
得
て、

つ
ま
る
所
な
く
十
―
―
―
梨
の
内
に
と
さ
）
ほ
る
所
も
な
く
問
と
め
て
句
を
な
し
、
叉
い

か
に
案
す
る
共
な
き
所
、
前
句
に
あ
ひ
し
ら
ひ
て
そ
と
や
な
を
第
一
の
耳
と
巾
也
。
第
二

に
心
と
申
は
、
前
句
の
て
に
は
を
心
得
分
て

詞
よ
り
付
く
る
も
有
り
又
て
に
は
よ
り
付
く
る
て
も
有
り
、
前
句
の
内
に
八
じ
十
二
じ
と
て
い
ひ
よ
る
言
葉
を
聞
き
あ
ま
さ
す
、
其
う

ち
に
肝
要
の
詞
を
我
物
に
し
て
句
を
な
す
を
心
を
し
る
と
は
い
ふ
な
り
。
第
三
に
は
詞
と
云
ふ

は
、
自
在
に
心
を
か
け
す
し
て
、
前
句

の
心
よ
り
取
寄
て
何
と
な
き
所
を
め
に
か
け
て
、

と
言
っ
て
ゐ
る
の
で
見
れ
ば
、

の
で
あ
る
。

そ
れ
を
わ
が
力
に
な
す
と
恩
て
滞
り
な
く
幽
玄
を
先
と
し
て
句
が
ら
大
に
長
裔
く
な

や
は
り
彼
の
虹
意
も
、
詞
を
第
一
と
す
る
良
基
等
の
思
想
泄
界
か
ら
逸
脱
し
で
ゐ

る
も
の
と
は
息
へ

な
い

「
兼
載
雑
談
」
に
、
宗
醐
は
物
語
を
第
一

と
し
た
と
い
ふ
事
が
出
て
ゐ
る
が
、
そ
の
思
想
は
、
上
記
の
耳
と
い
ふ
も
の
に
相

賞
す
る
の
で
あ
ら
う
。
府
際
、
ま
た
彼
の
付
句
に
は
、
物
語
か
ら
Ill
心ひ
寄
っ
た
も
の
も
非
常
に
多
い
。
ま
た
、

十
九
ヶ
條
の

う
ち
、
て
に
は
に
過
ぎ
た
大
事
は
な

い
」
（
術
他
抄
）
と

い
ふ
の
は
、
句
の
詞
姿
を
重
ん
じ
る
も
の
4
言
で
あ
る
。

「
蔽
目
集
に
日
く
、
柏
木
殿
い
へ
ら
く
（
中
略
）
宗
硼
秀
句
の
お
ほ
し
と
て
、

て
班
順
感
じ
申
す
と
也
」

辿
歌
に
於
け
る
美
的
箭
岡

す
を
、
詞
に
入
る
と
は
巾
す
也
」

る
が
、

「
古
今
蓮
談
集
」
の
上
巻
に
、
耳
と
心
と
詞
と
を
諭
じ
て
、

九

(
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二
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「
連
歌
の
大
甜
の

三
百
万

く
ち
を
し
か
り
し
か
°

奉
行
も
ち
て
後
は
秀
句
な
し
と

「
聾
歌
茶
談
」
の
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
満
目
梨
は
脳
安
二
年
の
蒋
作
だ
と
言
は
れ
る
か
ら
、
此
の
記
事
は
他
眈
的
に
し
か
信

用
出
来
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
宗
硼
が
比
較
的
に
詞
付
や
取
り
な
し
付
の
連
歌
を
多
く
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
事
究
で
、

ヽ

し
か
し
、
晩
年
に



な
る
に
つ
れ
て、

か
く
て
、
梵
灯
庵
や
宗
糊
の
庶
幾
し
た
餘
梢
美
も
、
大
閤
、
良
基
の
あ
と
を
追
つ
て
、
付
句
の
詞
姿
の
上
に
劇
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
餘
悧
美
の
耶
念
も
、
や
は
り
、
幽
玄
と
い

ふ
も
の
で
あ
っ
た
や
う
で
、

い
ふ
言
葉
で
如皿
換
へ

得
る
、

用
語
に
脳
す
る
和
歌
的
要
素
の
描
収
の
拡
は
、
良
枯
よ
り
も

一
肝
多
く
な
つ
て
・米
て、

良
碁
が
辿
歌
の
川
語
は
大
略
勅
撰
梨
の
言
薬
を
出

づ
べ

き
で
な
い
が
、
飯
美
を
損
し
な
い
限
り
新
創
の
話
や
俗
語
を
許
容
し
た
（
辿
甕
秘
抄
）
の
に
到
し、

宗
糊
の

「
宗
岡
應
抄

l

で
は
、
辿

歌
は
こ
と
ご
と
く
和
歌
の
言
莱
を
以
て
す
べ
き
こ
と
を
諭
じ
る
に
至
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
、
和
歌
に
到
す
る
述
歌
帥
の
志
向
が

一

宗
硼
に
少
し
後
れ
て
名
を
な
し
た
十
住
心
院
心
敬
は
、
述
歌
界
の
革
命
兒
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い。

心
敬
出
で
て
述
歌
界
は
、
勘
く
と

も
述
歌
作
法
に
於
て
面
目
を

一
新
し
た
と
断
言
出
来
る
。
心
敬
の
怖
さ
は
、
彼
の
言
葉
を
借
り
て
い
へ

ば
、

る
。
心
と

い
ふ
の
は、

言
ひ
か

へ
れ
ば
、
内
容
美
で
あ
る
。
従
来
、

姿
即
ち
形
式
美
が
中
心
と
な

つ
て
ゐ
た
の
に
反
し
て
、
彼
は
、
内
容

に
眼
を
向
け
、
前
句
と
付
句
と
の
間
の
内
容
美
を
辿
歌
に
於
け
る
第
一

韮
と
し
た
の
で
あ

る
。
二
條
良
基
以
来
の
迎
歌
の
餘
術
美
諭
が
詞

の
上
に
と
ど
ま
つ
て
、
内
容
に
就
い
て
は
撤
底
を
鋏
く
も

の
で
あ
っ
た
の
に、

わ
け
で
あ
る
。
宗
祇
は
中
古
は
寄
合
付
で
あ
っ

て
心
付
が
な
か
っ
た
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
頻
り
に
語
っ

て
ゐ
る
が
、
す
な
は
ち
心
敬
は

心

の

除

帖

美

肝
そ

の
涙
度
を
森
め
て
行
っ
た
結
果
で
あ
る
。

文

券L

そ
れ
が
な
く
な
つ
て
行
っ
た
と
い
ふ
消
息
を
此
の
記
事
に
見
出
す
こ
と
が
由
来
る
と
思
ふ
。

た
だ
、
姿
詞
の
上
に
庶
幾
す
る
投
族
的
雅
芙
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
全
く
良
北
心
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
但
、
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心
敬
に
至
つ
て
内
容
に
徹
し
た
餘
箭
美
論
が
生
れ
て
来
た

1
0
 ~

 

「
心」

に
目
畳
め

た
閲
に
あ

（
ー
ニ
八

二
）

そ
の
幽
玄
が
ま
た
優
美
と



迎
歌
に
於
け
る
美
的
餅
閻

心
敬
が
前
句
と
付
句
と
の
美
的
協
調
の
梢
成
に
如
何
に
留
惹
し
た
か
と
い

ふ
こ
と
は
、
彼
が
述
歌
自
註
を
見
れ
ば
、
了
解
出
来
る
。

こ

ひ
に
よ
つ
て
、
地
連
歌
定
句
も
感
梢
あ
る
べ
く
や
」
。
（
ひ
と
リ
甘
）

そ
の
従
来
重
ん
じ
ら
れ
て
来
た
寄
合
付
を
排
斥
し
て
、
心
付
を
主
張
し
た
第
一
人
者
で
あ
る
。

寄
合
付
が
故
事
や
古
歌
を
息
ひ
寄
せ

た
り
、
絲
語
を
取
合
せ
た
り
し
た
付
句
や
、
前
句
の
詞
を
他
の
意
味
に
と
り
な
し
た
取
り
な
し
付

の
句

の
た
ぐ
ひ
で
あ
っ

て
、
前
句
の
梢
趣
内
容
に
闘
係
せ
ぬ
も
の
と
す
れ
ば
、
心
付
と
い

ふ
の
は
、
前
句
の
内
容
に
聯
脳
す
る
内
容
を
以

て
付
句
し
、
而
も
此
の
前
後
の
二
句
間
に
情
趣
的
効
果
を
あ
け
得
る
付
け
方
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
従
来
の
や
う
に

一

句
の
姿
詞
を
重
視
す
る
主
義
は
、
自
然
、

前
句
と
の
梢
調
幽
係
を
等
閑
に
附
す
る
傾
き
が
あ
り
、

よ
し
あ
し
を
論
じ
て
府
例
を
あ
け
る
際
に
も
、
前
句
を
示
さ
す
、
唯
批
評
の
到
象
た
る
付
句
だ
け
を
あ
け
て
ゐ
て
、

の
す
さ
び
）

と
い

ふ
こ
と
を
言
っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
す
べ
て
、
か
や
う
な
一
句
秒
重
主
義
は
、

も
と
づ
＜
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
心
敬
は
、
こ
の
前
句
糎
視
の
観
念
を
攻
股
し
て
、

「
古
人
秀
逸
と
て
謡
人
し
る
し
巫lil
侍
る
を
見
る
に
、
大
か
た
前
の
句
を
野
か
す
、
又
か
・た
り
あ
ひ
待
る
を
き
く
に
も
、
前
の
句
の
沙
汰

な
し
。
此
事
無
念
に
ゃ
°
述
歌
は
前
句
を
き
か
で
は
、

い
か
ば
か
り
の
玄
妙
の
句
所
詮
な
く
や
。
前
の
句
打
越
の
綸
廻
な
ど
の
あ
つ
か

と
述
べ

、
且
つ
淡
紙
全
憫
の
梢
訓
の
リ
ズ
ム
に
注
意
を
向
く
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て

ゐ
る
。

れ
を
宗
糊
が
自
己
の
句
に
試
み
た
自
註
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
心
敬
の
付
句
が
如
何
に
箭
紹
的
で
あ
り
、
心
境
的
で
あ
り
、
氣
分
を
璽
ん

じ
て
ゐ
る
か
を
瞭
然
た
ら
し
め
る
こ
と
が
出
来
ょ
う
。

i

＿恋
硼
の
付
句
は
、

寄
合
付
的
で
あ
り
、
理
屈
的
で
あ
り
、
古
歌
や
故
事
の
知
的
な

(
―
二
八
―
―
-
）

琺
取
り
を
主
眼
と
す
る
述
歌
師
心
理
に

係
を
問
題
に
し
な
い
。

一
條
兼
良
の
如
き
に
至
っ
て
は
、

露
骨
に
、

「
前
句
の
取
り
寄
り
よ
り
も

一
句
の
し
に
て

の
方
が
大
切
だ
」
（
節

少
し
も
前
句
と
の
闘

「
梵
灯
庵
返
答
薔
」
な
ど
で
は
、
何
の



思
寄
り
が
大
半
を
占
め
て
を
つ
て
、
心
境
や
景
趣
を
以
て
付
け
た
も
の
は
極
め
て
す
く
な
い
。

全
く
寄
合
付
ば
か
り
で
あ
る
。

付
句
に
本
歌
を
と
る
こ
と
や
故
事
を
好
む
こ
と
は
、

彼
は
、
寄
合
付
の
本
家
で
あ
る
周
阿
を
極
度
に
媒
ひ
、
こ
れ
を
傑
糾
に
比
し
た
。
厠
阿
を
お

と
し
め
、
周
阿
の
風

が
一

冊
を
風
靡
し
た
た
め
に
述
歌
が
附
落
し
た
と
い
ふ
記
事
は
、
心
敬
に
は
じ
ま
る
。
心
敬
以
前
の
述
歌
書
は
、
何
れ
も
、

救
演
と
併
稲

し
て
周
阿
を
諧
仰
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
心
敬
は
、
ま
た
同
じ
理
由
で
以
て
、
梵
灯
庵
を
け
な
し
、
そ
し
て
宗
澗
の
述
歌
を
す
ら
よ
く
は

言
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
衷
心
か
ら
私
淑
し
崇
拝
し
た
の
は
、
た
だ
一
人
、

救
洲
だ
け
で
あ
っ
た
。
救
滸
の
述
歌
に
は
比
較
的
寄

さ
て
ま
た
、

懐
紙
全
開
の
句
う
つ

り
の
怖
調
脳
係
に
就
い
て
は
、
紙
に
二
條
良
基
に
、

つ
い
て
特
に
注
意
を
彿
ふ
も
の
だ

J

(筑
波
間
答）

と
い
ふ
記
事
が
あ
り
、

ら
、
内
面
的
な
惰
調
の
リ
ズ
ム
に
は
直
接
の
幽
係
の
蔀
い
も
の
で
あ
る
し
、
所
町
「
句
配
り
」
と
い
ふ
も
の
も
、

玄
ば
か
り
の
句
を
し
て
ゐ
る
と
述
歌
が
小
さ
く
つ
ま
つ
た
や
う
に
な
る
か

ら
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
っ
て
ゐ
る
の
が
、
箪
に
愛

化
の
闘
滑
を
欲
す
る
だ
け
の
表
而
的
な
邸
味
で
あ
る
幽
か
ら
考
へ
て
、
や
は
り
、
式
目
の
場
合
同
様
、
極
め
て
外
而
的
な
意
味
で
言
は
れ

た
言
葉
だ
と
思
は
れ
る
。
殊
に
、
良
基
は
「
連
理
秘
抄
」
で
喚
句
脇
の
作
法
を
述
ぺ
な
が
ら
、
な
ほ
一
巻
の
悧
調
の
綾
化
美
に
つ
い
て

は

充
分
に
言
及
し
て
ゐ
な
い
の
で
、
さ
う
い
ふ
方
而
に
は
、
彼
自
身
ど
れ
だ
け
明
確
な
認
識
を
も
つ
て
ゐ
た
か
は
疑
間
で
あ
る
。
此
の
黙
、

合
が
勘
く
、

「
畢
蒙
句
法
」
に
「
幽

る
が
、
元
来
、

式
目
は
、
表
面
的
な
、
言
薬
の
使
用
に
釘
す
る
制
限
規
定
で
あ
っ
て
、
所
訥
寄
合
と
か
取
り
な
し
付
と
か
い
ふ
詞
の
絲
に

た
よ
る
付
句
法
で
は
兎
角
同
一
趣
向
が
繰
返
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、

さ
う

い
ふ
弊
害
を
防
止
す
る
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か

一
座
の
笈
化
美
に
脳
す
る
法
則
と
し
て
指
合
去
紐
の
式
目
が
あ

「上
手
は

一
底
の
句
く
ば
り
即
ち
句
の
配
置
に

和
歌
的
悧
趣
を
心
が
け
た
餘
術
付
が
俯
賄
に
抽
ん
で
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。

俯
都
庭
訓
）

だ
か
ら
、

心
敬
の
い
た
＜
諒
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

文
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―
二
八
四

（
心

敬

一
條
兼
良
の

「組
の
す
さ
ぴ
」
な
ど
で
も



辿
歌
に
於
け
る

美
的
箭
閻

き
逍
也
。
人
も
姿
を
刷

へ
る
は
諦
人
の
事
也
、
心
を
を
さ
む
る
は

一
人
な
る
べ
し
。

」
（
さ
さ
め
首
）

解
に
時
代
的
差
違
の
あ
る
こ

と
を
認
め、

心
敬
は
、
宜
に
は
つ
き

り
し
て
ゐ
る
の
で
、
付
句
は
前
句
と
の
拙
係
に
於
て
の
み
し
か
考
察
出
来
な
い
と
い
ふ
態
度
を
示
す
と
共
に
、
懐

紙
の
う
つ
り
即
ち
述
歌
の
梢
調
の
斐
化
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
、
句
う
つ
り
に
は
閤
用
の
焚
化
を
留
意
せ
よ
と
い
ひ
、
ま
た
、
篇
、
序、

題
、
興
、
流
の

リ
ズ
ム
に
乗
っ
て
辿
歌
は
髪
化
し
て
ゆ
く
べ

き
で
あ
る
と
論
じ
、
今
ま
で
注
意
せ
ら
れ
な
か
っ
た
獣
に
注
意
を
彿
つ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。

(
―
二
八
五
）

畢
党
す
る
に
、彼
は
、
述
歌
は
感
帖
甑
彩
餘
梢
を
9

日
と
す
る
と
信
す
る
の
で
あ
っ

て
、
（
さ
さ
め
首
）
而
も
そ
れ
が
先
づ
前
後
二
句
の
問
に

楷
成
せ
ら
れ
、
此
の
二
句
間
の
餘
悧
美
が
リ
ズ
ム

を
な
し
て
綾
化
流
動
し
て

ゆ
く
の
が
述
歌
の
時
傾
だ
と
観
じ
て

ゐ
た
と
椎
定
出
来
る
。

述
歌
の
様
式
美
に
到
す
る
正
し
い
認
識
が
故
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
心
敬
の
意
識
し
て
ゐ
た
述
歌
の
餘
悧
美
と
は
、

お
も
ふ
に
、
彼
は
幽
玄
閤
を
以
て
、

そ
の
最
高
理
想
美
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
（
さ
さ
め
首
）
勿
論
、
有
心
、
長
莉
、
鬼
取
拉
な
ど
と

い
ふ
和
歌
的
認
閤
を
も

こ
ひ
ね
が
ふ
べ
き
も
の
と
し
て
認
め
る
の
で
は
あ
る
が
、
彼
の
考

へ
に
よ
れ
ば
、
幽
玄
憫
と
い
ふ

の
は、

．
の
句
に
も
わ
た
る
べ
き
姿
で
あ
る
か
ら
、
特
に
こ
れ
を
最
高
理
想
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
此
の
幽
玄
開
の
意
味
内
容
の
理

「
昔
の
人
の
幽
玄
閤
と
心
え
た
る

と
大
や
う
の
と
も
が
ら
の
III
心
へ
る
と
、
逝
に
か
は
り
た
る
や
う
に
見
え
侍
る
と
な
ん
。
古
人
の
幽
玄

と
と
り
を
け
る
は
、
心
を
最
用
と
せ
し
に
や
。
大
や
う
の
人
の
心
得
た
る
は
、

姿
の
や
さ
ば
み
た
る
也
。
心
の
ぇ
ん
な
る
に
は
入
が
た

と
述
べ

て
ゐ
る
。

心
敬
の
考

へ
る
幽
玄
は
雌
に
付
風
の
仮
と
い
ふ
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
0

も
つ
と
複
雑
な
梢
趣
内
容
を
指
す

ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
か。

い
づ
れ

一
梱



と
言
っ
て
、
心
き
よ
き
を
ぇ
ん
の
一
性
格
と
考
へ
、
ま
た
、

「
え
ん
と
い
へ

ば
と
て
、
ひ
と

へ
に
句
の
姿
こ
と
葉
の
や
さ
ば
み
た
る
に
は
あ
る
べ
か
ら
す
」

「
昔
の
歌
仙
に
あ
る
人
の
歌
を
ば
い
か
や
う
に
よ
む
べ
き
物
ぞ
と
た
づ
ね
侍
れ
ば
、
枯
斯
の
蔀
、
有
明
の
月
と
こ
た

へ
侍
り
、
是
は
い

は
ぬ
所
に
心
を
か
け
、
ひ

｀
入
さ
ぴ
た
る
か
た
を
さ
と
り
し
れ
と
な
り
、

と
を
意
味
す
る
。
彼
は
、
ま
た
「
さ
さ
め
言
」
の
中
で
、

で
あ
る
。
（
ひ
と
り
令口
）
ま
た、

も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
幽
玄
と
い
ふ
も
の
は
、
え
ん
な
る
心
の
森
物
な
の
で
あ
る
。
彼
の
言
葉
で
言
へ
ば
、

「心
ほ
そ
く
艶
に
の
ど
め
て
枇
の
哀
れ
を
ふ
か
く
思
ひ
入
っ

た
人
の
胸
か
ら
出
る
」
（
さ
さ
め
首
）

も
の
な
の
で
あ
る
。

恩
ふ
こ

そ」

と
書

い
た
の
こ
そ
、
ま
こ
と
に
艶
深
い
こ
と
だ
と
彼
は
い
ふ

の
で
あ
る
。
（
さ
さ
め
―:・;"
）
ま
た、

い
、
刈
田
の
原
な
ど
の
朝
の
う
す
ご
ほ
り
、
古
ぴ
た
桁
皮
の
軒
な
ど
の
氷
柱
、
枯
野
の
平
木
な
ど
を
蕗
紺
の

と
ぢ
た
風
箭
は
、
お
も
し
ろ

く
も
ま
た
艶
で
あ
る
、

が
数
へ

た
の
は
、

ぇ
ん
に
さ
し
の
ぴ
、

も
言
っ
て
ゐ
る
o

（
さ
さ
め
行
）

も
ち
ろ
ん、

で
は
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た、

彼
の
い
ふ
艶
と
い

ふ
迎
念
に
は
、
深
い
物
哀
れ
の
術
の
節
っ
た
荊
艶
美
が
包
含
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ

る
。
兼
好
法
師
が
、

文

易，，

と
こ
ろ
が
、

彼
の
い
ふ
幽
玄
の
主
要
膨
性
た
る
艶
と
い

ふ
も
の
が
、
ま
た
極
め
て
複
雑
な
内
容
の
も
の
な
の
で
あ

「
月
花
を
ば
目
に
て
の
み
見
る
物
か
は
。
雨
の
夜
に
思
ひ
あ
か
し
、
散
り
し
ほ
れ
た
る
木
蔭
に
き
て
過
に
し
か
た
を

と
も
言
ふ
の
で
あ
る
0

(
ひ
と
リ
行
）
ま
た
、

研

究

挑
に
入
り
わ
た
る
人
の
句
は
此
の
ふ
ぜ
い
の
み
な
る
べ
し
」

ど
ん
な
岩
木
の
如
き
心
に
も
月
は
艶
に
見
え

る
も
の
だ
と
も
言
ふ
の

「
ほ
の
ぼ
の
と
有
明
の
月
の
月
か
け
に

紅
葉
吹
き
お
ろ
す
山
お
ろ
し
の
風
」
の
歌
を
迎
想
と
せ
よ
と
古
人

の
ど
や
か
に
し
て
、
お
も
か
け
餘
俯
に
心
を
か
け
よ
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
た
の
だ
な
ど
と

そ
れ
ら
は
、
物
哀
れ
の
感
術
を
愛
し
、
荊
艶
の
美
を
好
む
心
敬
自
身
の
好
尚
を
物
語
る
も
の

,`,r 
r
l
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辿
歌
に
於
け
る
美
的
怖
岡

「
白
鳥
花
を
卿
む
、
こ
れ
幽
玄
の
風
姿
欺
」

と
い

つ
て
、
枯
貯
の
蔀
や
有
明
の
月
の
ひ
え
さ
ひ
た
る
風
梢
を
庶
幾
し
て

ゐ
て
、
か
う
い
ふ
黙
か
ら
見
る
と、

彼
の
庶
幾
し
た
幽
玄
の
情

趣
と
い
ふ
も
の
は
、
箪
に
荊
艶
と
い
ふ
以
上
に
閑
寂
の
氣
分
が
伴
つ
て
ゐ
た
こ
と
を
も
推
想
出
来
る
。

「
餘
情
面
影
ひ
え
や
せ
た
る
こ
と
は
上
手
の
く
ら
ゐ
に
い
た
り
、
を
の
づ
か
ら
し
ら
る
べ
き
也」

「
老
の
く
り
言
」
に
は
、
歌
は
新
古
今
集
時
代
を
理
想
と
し、

應
ら
正
徹
の
風
骨
に
傲
ふ
べ
し
と
説
い
て
、
そ
の
新
古

「
た
け
た
か
く
ひ
ぇ
泳
り
侍
る
と
也
」
と
言
つ

て
ゐ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
彼
は、

「か
す
か
な
る
所
に
心
を
か
け
給
ふ
べ

し
、
ひ
と

へ
白
栂
の
竹
の
中
よ
り
咬
い
て
雲
間
の
月
を
見
る
如
く
な
る
句
が
お
も
し
ろ
く
候
。

八
重
紅
樅
の
さ
き
み
だ
れ
た
る
末
を
き
り
つ
め
、
八
月
十
五
夜
の
月
な
ど
の
や
う
な
る
は
、
こ

の
ま
し
か
ら
す
候
」
（
心
敬
侶
都
庭
訓
）

と
い

ふ
。
彼
の
理
想
と
し
て

ゐ
た
美
的
術
調
が
、
こ

の
数
言
の
う
ち
に
明
瞭
に
説
明
せ
ら
れ
て
を
る
と
息
ふ
。
而
も
、
こ

の
や
う
な
美
的

情
調
が
、
彼
の

い
ふ
艶
の
境
地
に
も
通
じ
、
そ
れ
が
ま
た
幽
玄
の
餘
梢
美
で
あ
っ
た
と
椎
論
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る。

こ
こ
に
し
て
思
ひ
合
は
さ
れ
る

の
は
、
泄
阿
弾
が
そ
の
箸
「
至
花
道
術
」
の
中
で
、

と
い

つ
て
ゐ
る
言
葉
で
あ
る
。
心
敬
が
「
ひ
と

へ
白
相
が
竹
の
中
か
ら
咬

い
て
雲
間
の
月
を
見
る
や
う
な
」
と
い

つ
た
心
持
、
拙
阿
弾
が

「
白
烏
が
花
を
御
ん
だ
」

と
い

っ
た
心
持
、

此
の
雨
方
の
意
味
す
る
心
持
に
は
、
閑
雅
荊
楚
味
が
あ
り
、
氣
邸
さ
、
荊
ら
か
さ
、
俊
廊
さ

と
い

ふ
も
の
が
泄
然
一
開
の
綜
紺
た
る
韻
致
と
な
つ
て
具
閤
化
せ
ら
れ
て
を
る
閥
で
相
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
盗
し
、
こ

の
事
は
、
わ

た
く
し
た
ち
に
色

々
と
考
へ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る

と田心
ふ
の
で
あ
る
が
、
今
は
鯛
れ
な
い
。
兎
も
角
、
上
述
の
や
う
な
梢
調
が
心
敬
の
胸

に
描
い
た
、
心
ほ
そ

く
艶
な
る
幽
玄
の
お
も
か
け
で
あ
っ
た
と
考
へ

て
大
過
は
な
い
と
わ
た
く
し
は
考

へ
る
。

．

今
梨
の
歌
や
正
徹
の
歌
を
、

と
語
っ
て
を
り
、

一
五

(
―
二
八
七

）

「
心
敬
俯
都
庭
訓
」
で
は
、



彼
の
踵
想
と
し
た
の
は
、

(
―
二
八

八
）

但
し
、
心
敬
に
あ
っ
て
は
、

か
や
う
な
幽
玄
の
俯
調
は、

幽
玄
な
心
境
の
所
有
者
に
し
て
は
じ
め
て
表
現
し
得
る
と
考
へ

る
。
だ
か
ら

幽
玄
な
心
境
に
到
達
す
る
修
行
が
第
一
で
あ
る
。
こ
の
心
の
修
行
を
秋
ま
ぬ
も
の
は
、
述
歌
の
逹
人
に
は
な
れ
な
い
と

い
ふ
の
で
あ
る
。

（
さ
さ
め
こ
と
）
で
は
、
さ
う
い
ふ
心
の
修
行
と
は
、
ど
う
い
ふ
風
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
彼
は

い
ふ
、

「常
に
飛
花
落
薬
を
見
て
も
、
単
木
の
鉗
を
な
が
め
て
も
、
此
批
の
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
心
を
思
ひ
と

り
、
ふ
る
ま
ひ
を
や
さ
し
く、

幽
玄

「い

つ
れ
の
道
も
人
間
の
無
常
綾
遜
を
念
々

に
忘
れ
す
、
な
さ
け
深
く
心
高
か

る
べ
し
」（

ひ
と
リ
宕
）

と
。
即
ち
、
佛
数
的
無
常
観
に
徹
し
て
、

風
雅
の
道
に
俊
遊
せ
よ
と
い
ふ
の
で
あ
ら
0

由
来
、
述
歌
の
道
は
、

と
し
、

哀
れ
ふ
か
き
こ
と
を
云
ひ
か
は
し、

い
か
な
る
夷
、
鬼
の
ま
す
ら
を
の
心
を
も
や
は
ら
け
、
は
か
な
き
枇
の
こ

と
は
り
を
も
す
す

俗
祉
事
に
齢
賊
と
し
て
、
此
の
人
生
の
は
か
な
く
あ
は
れ
な
る
こ
と
を
念
頭
に

お
か
な
い
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
駆
間
も
藝
術
も
そ
れ
は
徒
ら
事
で
あ
る
、
連
歌
は
決
し
て
名
問
利
養
で
は
な

い、

悟
道
に
深
く
心
を
か
け

る
べ

き
で
あ
る
、
と
い

ふ
の
が
彼
の
考

へ
だ
っ
た
。
彼
が
、
述
歌
に
大
切
な
も
の
と
し
て
、

敷
寄
と
追
心
と
閑
人
と
を
あ
け
た
の
も
、

「歌
述
歌
は
、
輻
質
に
し
て
も
、
朝
夕
米
錢
邸
用
に
て
詔
公
事
を
あ
つ
か
ひ
、
恨
悪
を
お
こ
し
て
も
、
か
な
は
ぬ
道
な
り

l

で
あ
ら
う
。

と
述
べ
て
、

述
歌
を
出
拙
間
的
な
閑
心
の
翫
と
断
じ
て
ゐ
る
の
も
、
刷
鉗
俗
事
は
道
を
修
す
る
妨
け
に
な
る
と
観
す
る
佛
数
的
観
想
か
ら

心
水
の
月
を
す
ま
し、

歌
林
の
花
｝
↑
あ
そ
ぶ
艶
様
で
あ
っ
た
。
彼
に
は
、

強
烈
な
佛
数
臭
が
あ

は
り
上
述
の
や
う
な
考
へ
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
う
。

「
馬
上
北
」
に
は

め
」
（
さ
さ
め

こ
と
）
る
べ

き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
。
ま
た、

い
ふ
、

に
心
を
と
め
よ
」
（心
敬
俯
都
庭
訓

文

學

研

究
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の
は
、

辿
歌
に
於
け
る
美
的
栢
濶

彼
が
各
所
で
設

い
て

ゐ
る
幽
玄
の
観
念
は
、

七・

(
―
二
八
九

g
労
の
歌
誤
の
方
で
の
有
心
の
美
に
相
裳
し
て
ゐ
る
の
で
あ

第
一

義
と
す
る
ほ
ど
の
重
大
な
も
の
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
4

に
於
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
心
敬
の
人
生
観
が
あ
ま
り
に
も
佛
敬
的
で

あ
り
、
彼
の
文
熙
跳
が
ま
た
偏
に
佛
数
的
道
心
に
た
よ
り
過
ぎ
て
ゐ
る
の
を
感
し
る
。
蓋
し、

彼
の
佛
敢
的
道
心
へ
の
弛
い
思
慕
は
彼
の

黙
性
で
あ
っ

て、

そ
れ
が
彼
の
餘
梢
美
論
に
特
殊
な
色
相
を
附
典
し
た
わ
け
で
あ
る
。
更
に
ま
た
顧
る
に
、
彼
が
、

玄
と
を
況
同
し
て
ゐ
る
の
で
、

「
さ
さ
め

こ
と
」
で

幽
玄
席
を
設
明
し
て
ゐ
る
言
葉
の
中
に、

幽
玄
を
和
歌
の
方
で
の
所
間
不
明
憫
と
同
類
の
も
の
だ
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
歌
學
の
方
で

い

ふ
不
明
閤
は
有
心
陀
の
一
俯
と
せ
ら
れ
て
を
る
も
の
で
、
幽
玄
閤
に
恥
す
る
も
の
で
な

い
。
在
は
、
心
敬
は
和
歌
の
方
で

い
ふ
布
心
と
幽

「心
を
た
だ
し
く
も
つ
て
邪
な
か
ら
む
」
と
す
る
低
敬
的
精
紳
か
ら
川
た
も
の
で
、
心
敬
の
や
う
に
精
紳
の
修
行
を
辿
歌
修
行
の

「
餘
箭
不
便
の
方
侍
ら
す
、

る
。
こ
の
故
に
、
蛾
載
が
師
の
言
薬
L
」．し
て
俳
へ
た
の
に
も
、
「
歌
辿
歌
も
句
鉦
に
観
念
の
心
肝
要
な
る
べ

し
」
と
あ
る
o
（
兼
載
雑
談
）

従
来
の
辿
歌
師
の
間
に
も
修
行
と
い
ふ
こ
と
は
正
ん
ぜ
ら
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

と
い
ふ
こ
と
で
、
心
敬
の
如
く
精
紳
の
修
行
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
も
つ
と
も
、
二
條
良
基
な
ど
に
若
干
精
帥
修
登
に
除
及

ぼ
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
は
ち
良
基
の
「
十
問
11

取
秘
抄
」
の
中
に
、

「
心
を
す
ま
す
」
と

い
ふ
こ
と
を
述
べ
て
を
る
が
、
元
来
良
基

と
非
難
す
る
。
盗
し
お
も
ふ
に
、

（
神
宮
文
眼
本
「
心
敬
作
」

彼
の
幽
玄
と
い
ひ
有
心
と
言
っ
て
ゐ
る
も
の
も
、

そ
れ
は
た
だ
箪
に
辿
歌
製
作
上
の
工
夫
修
行

佛
数
的
道
心
に
根
ざ
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

懇
の
句
な
ど
一
向
た
た
し
く
は
し
た
な
き
句
の
み
に
て
、

有
心
幽
玄
の
物
ひ
と
へ
に
見
え
侍
ら
す
や
」

る
。
彼
は
、
述
歌
と
佛
数
と
全
然
同

一
の
道
な
る

こ
と
を
主
張
し．

．且
つ
批
聞
の
無
常
や
佛
法
の
駆
問
修
行
心
を
心
に
か
け
ぬ
俗
人
の
述

歌
を
極
度
に
線
つ
て
、
宗
硼
の
述
歌
を
も
、
そ

の
俗
人
な
る
が
故
に
、



と
あ
り
、
長
尾
孫
六
に
典
へ

た
手
紙
の
中
に
は
、

る
。
そ
の
著
「
吾
妻
問
答
」
に
は
、

を
正
道
と
観
す
る
や
｀
フ
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
ふ
。
そ
し
て
、

前
句
と
付
句
と
の
美
的
梢
調
を
留
応
す
る
と
共
に
、

懐
紙
全
閤

と
し
て
の
梢
胴
の
流
動
に
重
大
脳
心
を
も
つ
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
辿
歌
道
集
大
成
の
大
家
宗
祇
法
師
も
そ
の
連
歌
観
は
、
や
は
り

か
う
し
た
心
倣
の
影
密
下
に
あ
っ
た
。
彼
の
箸
粛
を
通
じ
て

み
た
と
こ
ろ
で
は
、
彼
も
ま
た
心
の
餘
術
美
諭
者
で
あ
り
、
故
甜
付
や
詞
の

と
り
な
し
付
を
忌
み
、
述
歌
は
心
付
を
本
陀
と
す
べ
き
も
の
で
、
且
つ

一
巻
全
閤
の

リ
ズ
ム
に
注
意
す
べ
き
も
の
な
る

こ
と
を
主
張
し
て

を
る
。
た
だ
宗
祇
の
餘
梢
美
論
の
心
敬
と
異
つ
て
ゐ
る
勘
は
、

長
高
の
三
つ
を
理
想
美
と
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
大
佑
、
宗
祇
に
は
心
敬
的
思
想
以
外
に
宗
糊
的
な
半
面
も
佃
は
つ
て
ゐ
る
の
で、

方
で
は
前
句
の
と
り
よ
り
と
し
て

の
心
を
直
ん
じ
る

と
共
に

、
他
面

句
の
姿
詞
を
も
軍
視
し、

理
想
の
述
歌
は

t
の
心
姿
の
附
方
の
美

J
 

を
具
備
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
で
あ
る
。
乃
ち
、
長
高
、
幽
玄
の
二
つ
は
宗
糊
等
の
意
味
し
た
所
と
同
じ
く、

姿
言
葉
の
上

の
美
的
理
念
と
し
て
理
會
せ
ら
れ
、

心
敬
が
幽
玄
を
最
高
理
想
と
し
た
の
に
封
し
て
、

宗
祇
は
有
心、

幽
玄
、

有
心
と
い

ふ
の
が
心
敬
の
意
味
す
る
心
の
幽
玄
に
相
常
す
る
も
の
と
し
て
狸
令
せ
ら
れ
る
の
で
あ

「
心
風
悧
を
班
ら
と
し
て
有
心
な
る
所
を
も
と
づ
き
、
姿
の
う
つ
く
し
く
髪
料
を
こ
ひ
ね
が
ふ
べ
く
候
や
」

「た
だ
辿
歌
と
巾
す
は
幽
玄
に
た
け
た
か
く
有
心
な
る
を
本
意
と
は
心
に
か
け
ら
れ
べ
く
候
也」

と
い

つ
て
、
幽
玄
に
し
て
た
け
あ
る
句
と
有
心
の
句
と
を
そ
れ
人
＼
に
句
例
を
示
し
て
説
明
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
、

さ
て、

ヽ

．． 

．． 
以
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心
敬
が
心
の
餘
術
美
を
庫
ん
じ
た
た
め
に
、
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そ
の
後
の
述
歌
界
は
皆
心
付
と
な
り
、

る
°
此
の
こ
と
は
、
後
章
に
詳
詮
す
る
つ
も
り
だ
が
序
を
以
て

一
言
獨
れ
て
お
く。

A 

「
老
の
く
り
こ
と
」

心
の
餘
梢
美
を
求
め
る
の

（
ー
ニ
九

0
)



辿
歌
に
於
け
る

美
的
情
詢

と
言
っ
て
、
心
よ
り
も
詞
の
幽
玄
を
重
ん
じ
る
や
う
な
語
句
を
吐
い
て

ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
思
想
は
明
か
に
心
敬
以
前
の
思
想
で
あ

つ
て
、
宗
硼
や
一
條
兼
良
等
に
近
い
。
宗
醐
の
連
歌
は
武
士
の
連
歌
だ
と
言
っ
た
（
神
宮
文
肌
本

「心
敬
作
」）

心
敬
が
非
難
の
言
葉
に
恩
ひ

に
は
聞
ゆ
べ
か
ら
す
」（
俄
賊
雑
談
）

で
あ
る
。
此
の
人
は
、
宗
祇
ら
と
も
述
つ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

と
言
っ
て
ゐ
る
勘
は
、
師
説
そ
の
ま
L

で
あ
る
の
で
あ
る
が
、

る
。
有
心
を
こ
ひ
ね
が
ふ
に
つ
い

て
彼
は
ま
た
心
敬
の

や
う
に
心

の
稽
古
修
行
を
軍
ん
じ
、
慈
悲
を
心
に
か
け
、
飛
花
落
葉
を
見
て
も
生

死
の
理
を
観
す
べ
き
を
説
い
て
ゐ
る
が
、（
吾
要
問
答
）
大
閤
に
於
て
、
心
敬
が
幽
玄
の
餘
情
美
で
理
想
と
し
た
物
哀
れ
な
感
箭
を
含
ん
だ

閑
雅
美
を
宗
祇
も
こ
ひ
ね
が
つ
て
ゐ
た
も
の
と
息
つ
て
よ
ろ
し
か
ら
う
。
但
し
、

心
敬
が
も
と
め
た
心
の
艶
は
、
宗
祇
に
あ
っ
て
は
詞
の

艶
に
お
き
か
へ
ら
れ
て
ゐ
て
、
心
敬
ほ
ど
佛
敬
臭
の
な
い
の
は
、
そ
の
性
格
の
相
迩
に
よ
る
も
の
と
考
へ
た
い
。

性
格
の
相
違
と
い
へ
ば
、
心
敬
の
門
弟
だ
っ
た
猪
苗
代
兼
戟
は
、
心
の
持
ち
様
、

九

た
し
な
み
の
肝
要
な
こ
と
を
力
説
し
て
、

「
朝
夕
の
な
が
め
に
も
小
夜
の
貶
覺
に
も
祉
の
常
な
き

こ
と
を
お
も
ひ
、
心
に
慈
悲
を
さ
き
と
し
て
言
葉
に
は
や
さ
し
き
こ
と
を

い
ひ

か
り
に
も
あ
ら
／
＼
し
き
ふ
る
ま
ひ
な
く
、
風
霙
華
木
花
鳥
の
な
さ
け
を
わ
き
ま
ふ
べ
し
」
（
若
雄
山）

「
歌
追
に
は
、
執
心、

譜
代
、
藤
、
器
用
、
此
四
不
相
叶
ば
、
天
下
の
名
界
は
と
り
が
た
し
」
（
企
載
雑
談
）

と
い
ふ

心
は
、
心
敬
が
、
数
寄
、
道
心、

閑
人
を
三
好
士
と
言
っ
た
精
帥
と
雲
泥
の
相
述
で
あ
る
°
性
格
的
に
兼
戦
は
祉
俗
人
だ
っ
た
の

「
述
歌
は
先
づ
心
よ
り
詞
を
ゆ
ふ

／
＼
と
い
ひ
く
だ
し
て
幽
玄
に
す
べ

し
。
い
か
に
心
ば
へ

ふ
し
あ
り
と
も
、
ふ
し
く
れ
た
て
ば
述
歌

の
中
で
症
例
に

つ
い
て
彼
が
解
繹
し
て
ゐ
る
の
で
み
る
と
、

有
心
の
句
と
い
ふ
の
は
、

(
―
二
九
一
）

全
く
心
敬
の
い
ふ
幽
玄
と
同
内
容
の
も
の
で
あ



影
懇
が
心
打
し
い

こ
と
で
あ
る
。

っ
た
。

と
言
っ
て
を
る
。
幽
玄
を
詞
の
美
と
見
て
ゐ
な
い
と
こ

ろ
が
、
宗
祇
の
用
例
と
違
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
志
す
本
意
は
心
敬
、
宗
祇

が
あ
と
を
他
へ

た
る
も
の
と
言
へ

る
で
あ
ら
う
。

専
ら
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
そ

の
註
鐸
の
文
に
莉
取
出
来
る
。
尤
も
、

で
、
組
織
だ
っ
た
彼
の
意
中
を
競
ふ
こ
と
は
出
来
ぬ
。
い
ふ
ま
で
も
な
く、

床
長
、
肖
伯
の
徒
は
、
早
く
よ
り
批
を
捨
て
た
悶
遁
者
で
あ

す
べ
て
際
遁
者
の
文
躾
史
的
地
位
は
深
く
注
意
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

迎
歌
史
の
場
合
も
亦
そ
の
例
に
池
れ
ま
い
。

心
敬
の
史
的
地
位
は
挫
想
以
上
に
重
斐
な
の
で
あ
る
。
殊
に
、
わ
た
く
し
の
典
味
を
惹
く
こ
と
は
、
心
敬
に
兼
好
の
「

つ
れ
づ
れ
草
」
の

「
ひ
と
り
言
」
の
中
に
「
つ

れ
づ
れ
草
」
の
文
意
を
借
用
し
て
ゐ
る
ば
か

り
で
は
な

い
、
そ
の
物
の
観
方

考

へ
方
が
甚
し
く
「
つ
れ
づ
れ
華
」
的
な
の
で
あ
る
。
更
に
又
而
白
い
こ
と
は
、
心
敬
が
輻
鉗
を
維
ひ
な
が
ら
、
而
も
連
歌
の
道
は
箕
に

仮
に
問
ぇ
有
心
な
る
而
影
う
か
ぷ
成
べ

し」

あ
は
せ
て
、
兼
賊
の
述
歌
も
亦
武
士
の
辿
歌
だ
っ
た
と
言
へ

る
の
で
は
な
い
か
。
す
く
な
く
と
も
、
そ
の
述
歌
諭
だ
け
で
は
、
さ
う
見
え

る
の
で
あ
る
。

と
推
想
す
る
。

「
景
感
逍
」
と

い
ふ
埓
害
に
は
儲
数
的
口
吻
が
見
え
て

ゐ
る
。
そ
こ
で

、
わ
た
く
し
は
、
枇
俗
人
の
述
歌
と
熙
遁
者
の
述

歌
と
に
、

は
つ
き
り
匿
別
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
餘
怖
美
の
別
想
の
上
に
も
色
＾
11

ひ
の
こ
と
な
る
も
の
が
存
在
し
た
の
で
あ
ら
う

宗
祇
が
高
弟
、
柴
屋
軒
宗
長
や
牡
丹
花
省
柏
は
、
忠
行
に
師
説
を
守
っ
た
も
の
L

や
う
で
あ
る
。
未
長
の
述
歌
自
注
を
み

る
と
、

「
前
句
に
幽
玄
の
か
す
か
な
る
所
に
心
を
か
け
、

す
が
た
う
る
は
し
く
餘
梢
を
息
ふ
べ
し
0

餘
梢
と
い
ふ
は
、
心
詞
の
外
に
何
と
な
く

文

學

研

究

.,
9
1

,rr 

が

4
1
-
那

わ
た
く
し
は
、

肖
柏
に
も
述
歌
の
自
店
が
あ
る
が
、

中
で
ヽ

そ
の
握
っ
た
述
歌
論
を
未
だ
見
る
を
得
な
い
の

深
く
前
付
の
風
栢
を
取
り
寄
り
、
餘
餅
の
付
を

二

0

(
―
二
九
二
）



辿
歌
に
於
け
る
美
的
俯
詢

た
い
と
思
ふ
。

(
―
二
九

三
）

て
も
ま
た
成
難
し
と
言
っ
て
、
極
役
を
鎌
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
罪
な
く
し
て
配
所
の
月
を
見
よ
う
と
す
る
遊
ぴ
の
心
に
共
通
す
る
も

却
説
、
上
述
し
た
述
歌
の
美
的
梢
訓
の
郡
念
は
、
す
べ
て
、
和
歌
か
ら
の
借
り
物
で
あ
る
。
連
歌
の
餘
枯
美
が
和
歌

へ
の
摘
條
か
ら
生

れ
て
米
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ

れ
は
裳
然
か
も
卸
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
、
進
ん
で
、
和
歌
と
述
歌
の
美
的
惰
調
と

の
脳
係
を
、
今
少
し
明
確
に
把
捉
す
る
必
袈
を
慇
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
次
脊
古
に
於
て
、
歌
駆
上
の
餘
梢
芙
を
概
観
し
、
そ
の
述
歌
と
の

交
渉
を
考
察
し
て

み
よ
う
と
息
ふ
。

殊
に
心
敬
系
の
心
の
上
の
餘
罰
芙
論
者
は
、
用
語
は
勿
論
、
内
容
の
上
に
ま
で
和
歌
の
風
情
を
と
り
入
れ
、
和
歌
と
述
歌
と
不

二
の
道

だ
と
考
へ
た
の
で
あ
る。

和
歌
と
述
歌
と
の
幽
係
は
、
決
し
て
箪
純
皮
相
な
も
の
で
は
な
い
。
（
未
完
[)

附
記
°
和
歌
述
歌
に
於
け
る
芙
的
狸
念
に
つ
い
て

の
考
察
は
近
来
殊
の
外
旺
ん
で
あ
る
か
ら
、
或
は
新
し
き
論
考
の
餘
地
が
な
い
か
と

も
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
些
か
思
ふ
と
こ
ろ
あ
っ
て
、
此
の
領
を
執
つ

た。

大
方
の
叱
正
を
得
た
い
と
思
ふ
0

な
ほ
、
述
歌
衰
料

探
査
に
あ
た
つ

て
は
、

輻
井
久
蔵
氏
と
伊
地
知
鐵
男
氏
と
の
示
数
に
負
ふ
と
こ
ろ
が
多
い
°
此
の
機
合
を
以
て
訓
意
を
表
し
て
お
き

追
記
。
心
敬
に
述
歌
に
可
用
詞
不
可
用
詞
の
庭
訓
が
残
存
し
て

ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る

と、

彼
は
一
付
の
姿
詞
を
全
然
無
硯
し
て
ゐ
た

わ
け
で
は
な
い
。
彼
が
一
句
の
姿
詞
よ
り
も
心
の
取
寄
り
を
訊
説
し
た
と

い
ふ
の
は
、
比
較
上
の
話
で
あ
る
°
校
正
刷
を
蔽
ん
で
、

行
文
の
蕪
雑
か
ら
此
の
幽
誤
解
を
生
じ
る
縣
念
を
感
じ
た
の
で
、
追
記
し
て
お
く
。

の
を
、
故
に
見
出
し
得
な
い
で
あ
ら
う
か
。




