
7

日
本
文
化
の
過
去
・
現
在
・
未
来　
「
述
懐
」
の
今
昔　
　
　

前
田
雅
之
＊
日
本
文
化
学
科　

教
授　

中
古
・
中
世
文
学
、
和
歌
文
学

く
世
を
思
っ
て
い
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
と
悩
ん
で
い
る
身
と
し
て
は
、
く
ら
い
で

あ
ろ
う
か
。
一
読
、
煮
え
切
ら
な
い
心
情
を
詠
ん
だ
和
歌
の
よ
う
に
感
じ
る
が
、
実

は
後
鳥
羽
院
が
得
意
と
す
る
帝
王
ぶ
り
の
和
歌
の
一
首
な
の
で
あ
る
。
さ
は
言
い
な

が
ら
、
同
じ
帝
王
ぶ
り
で
も
、『
新
古
今
集
』
雑
中
に
「
住
吉
歌
合
に
、
山
を
」
と

い
う
詞
書
を
も
つ
「
お
く
山
の
お
ど
ろ
が
し
た
も
ふ
み
わ
け
て
み
ち
あ
る
代
ぞ
と
人

に
知
ら
せ
ん
（
一
六
三
五
番
）」
や
、
隠
岐
で
詠
ま
れ
た
『
遠
島
百
首
』
に
あ
る

「
わ
れ
こ
そ
は
新
島
守
よ
隠
岐
の
海
の
あ
ら
き
波
か
ぜ
心
し
て
ふ
け
（
九
七
番
）」
と

較
べ
る
と
、
明
ら
か
に
力
強
さ
に
欠
け
て
い
よ
う
。
九
九
番
歌
は
「
道
あ
る
代
ぞ
と

人
に
知
ら
せ
」
よ
う
と
か
、
私
が
い
る
の
だ
か
ら
、「
荒
き
波
風
」
は
注
意
し
て
吹

け
な
ど
と
い
っ
た
帝
王
な
ら
で
は
の
過
剰
と
も
言
え
る
自
負
・
自
信
の
念
が
感
じ
ら

れ
な
い
。
そ
の
逆
に
、
九
九
番
歌
に
描
か
れ
る
後
鳥
羽
院
は
、
周
囲
の
人
間
を
愛
お

し
く
思
う
反
面
、
恨
め
し
く
も
あ
り
、
世
を
な
ん
と
か
し
た
い
と
思
い
つ
つ
、
な
す

す
べ
な
く
日
々
む
な
し
く
悩
み
続
け
る
哀
れ
な
君
主
の
姿
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

強
い
帝
王
ぶ
り
な
ら
ぬ
弱
い
帝
王
ぶ
り
が
九
九
番
歌
の
眼
目
と
も
言
え
る
が
、
も

う
少
し
歌
の
表
現
に
分
け
入
っ
て
み
る
と
、
後
鳥
羽
院
の
狙
い
が
見
え
て
く
る
。
表

現
の
肝
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
あ
ぢ
き
な
く
」
と
い
う
形
容
詞
で
あ
る
。
勅
撰
集
に

お
け
る
「
あ
ぢ
き
な
く
」
の
初
例
は
、『
古
今
集
』「
春
上
」（
題
し
ら
ず　

よ
み
人

し
ら
ず
）
の
「
や
ど
ち
か
く
梅
の
花
う
ゑ
じ
あ
ぢ
き
な
く
ま
つ
人
の
か
に
あ
や
ま
た

れ
け
り
」（
三
四
番
）
だ
が
、「
あ
ぢ
き
な
く
」
に
は
ど
う
や
ら
恋
の
イ
メ
ー
ジ
が
付

着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
古
今
集
』
歌
の
歌
意
は
、
訪
ね
て
く
れ
た
恋
人
の
匂

い
と
梅
の
香
り
を
混
同
す
る
か
ら
、
軒
の
近
く
に
は
梅
は
植
え
な
い
と
い
う
も
の
で
、

春
の
部
立
だ
が
、
恋
の
イ
メ
ー
ジ
が
濃
密
に
漂
っ
て
い
る
。
甘
美
な
梅
の
香
り
は
恋

の
香
り
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
ま
た
、
同
集
「
夏
」
の
素
性
詠
「
郭
公
は
つ
こ
ゑ
き
け

ば
あ
ぢ
き
な
く
ぬ
し
さ
だ
ま
ら
ぬ
こ
ひ
せ
ら
る
は
た
」（
一
四
三
番
）
も
同
様
で
あ

る
。
郭
公
の
初
音
を
聞
く
と
、
恋
を
無
自
覚
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
。

「
述し

ゆ
つ

懐く
わ
い」

の
今
昔

前
田
雅
之＊

　
『
百
人
一
首
』
の
掉
尾
を
飾
る
九
十
九
番
と
百
番
は
、
順
徳
院
と
後
鳥
羽
院
の
和

歌
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
そ
う
だ
が
、
今
回
、
わ

ざ
わ
ざ
取
り
上
げ
た
の
は
、
九
九
番
歌
・
百
番
歌
を
出
汁
に
し
て
、
過
去
を
振
り
返

っ
て
嘆
く
と
い
う
意
味
合
い
の
「
述し

ゆ
つ

懐く
わ
い」

が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
和
歌
の
あ
り

よ
う
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
過
去
や
不
遇
な
我
身
を
悲
観
的
に
振
り
返
る
こ
と
の
意

味
合
い
を
考
え
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
上
記
の
二
首
は
ど
の
よ
う
な
和

歌
な
の
か
。

後
鳥
羽
院
御
製

九
九　

人
も
を
し
人
も
う
ら
め
し
あ
ぢ
き
な
く
世
を
思
ふ
ゆ
ゑ
に
も
の
お
も
ふ

身
は 

順
徳
院
御
製

一
〇
〇　

も
も
し
き
や
ふ
る
き
軒
ば
の
し
の
ぶ
に
も
な
ほ
あ
ま
り
あ
る
む
か
し

な
り
け
り 

（
引
用
は
す
べ
て
古
典
ラ
イ
ブ
リ
ー
に
拠
る
）

　

九
九
番
の
後
鳥
羽
院
詠
か
ら
始
め
た
い
。
歌
意
は
、
人
を
い
と
お
し
く
も
ま
た
反

対
に
人
を
う
ら
め
し
く
も
思
わ
れ
る
こ
と
だ
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
に
、
む
な
し
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後
の
後
鳥
羽
院
と
深
く
交
流
し
た
藤
原
家
隆
に
は
、「
う
き
な
が
ら
み
し
世
は
な
ほ

も
忍
ば
れ
て
き
く
は
恋
し
き
昔
な
り
け
り
」（『
壬
二
集
』
雑
、
九
六
番
）
が
あ
る
。

辛
い
な
が
ら
も
見
て
き
た
世
の
こ
と
が
や
は
り
慕
わ
れ
て
、
聞
く
の
は
恋
し
い
昔
だ

っ
た
な
あ
と
、
こ
れ
ま
た
順
徳
院
詠
と
近
い
感
覚
の
歌
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
つ
ら
い

現
状
か
ら
見
る
と
、
か
つ
て
は
輝
か
し
い
昔
（
む
ろ
ん
、
こ
れ
と
て
お
そ
ら
く
は
幻

想
の
昔
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
）
が
あ
っ
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
順
徳

院
詠
が
他
の
類
似
歌
と
異
な
る
の
は
、「
も
も
し
き
や
」
に
あ
る
よ
う
に
、
舞
台
が

宮
中
で
あ
り
、
詠
者
が
か
つ
て
宮
中
の
長
で
あ
っ
た
帝
王
で
あ
り
、
現
在
佐
渡
に
配

流
さ
れ
て
い
る
身
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
和
歌
史
に
お
け
る
初
例
と
な
っ

た
、「
な
ほ
あ
ま
り
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
順
徳
院
の
無
念
さ
・
嘆
き
を
よ
り
増
幅

強
調
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。
順
徳
院
の
述
懐
も
父
後
鳥
羽
院
同
様

に
帝
王
の
述
懐
で
あ
る
が
、
父
に
較
べ
て
失
わ
れ
た
宮
中
に
対
す
る
個
人
的
な
思
い

が
よ
り
前
景
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
後
鳥
羽
院
・
順
徳
院
の
述
懐
歌
を
見
て
き
て
、
お
お
む
ね
、
述
懐
な
る
も

の
が
お
分
か
り
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
日
本
に
お
い
て
、
述

懐
歌
な
る
も
の
が
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、「
や
ま
と
う
た
は
人
の
こ

こ
ろ
を
た
ね
と
し
て
よ
ろ
づ
の
こ
と
の
は
と
ぞ
な
れ
り
け
る
」（『
古
今
集
』
仮
名

序
）
と
説
か
れ
る
和
歌
の
原
理
が
絡
ん
で
い
る
と
見
て
い
る
。
つ
ま
り
、
や
ま
と
う

た
（
＝
和
歌
）
は
人
間
の
心
を
種
＝
根
源
と
し
て
そ
れ
が
よ
ろ
づ
の
こ
と
の
は
と
な

っ
た
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
和
歌
と
は
心
の
言
語
化
な
の
で
あ

る
。
な
ら
ば
、
心
を
も
っ
と
も
表
現
し
う
る
対
象
は
何
か
。
そ
れ
は
、
端
的
に
恋
情

と
悔
恨
・
後
悔
と
な
る
だ
ろ
う
。
和
歌
は
漢
詩
と
異
な
り
、
政
治
が
ら
み
の
こ
と
は

詠
ま
な
い
。
よ
っ
て
、
我
が
身
の
不
遇
や
ま
ま
な
ら
ぬ
こ
と
を
嘆
き
、
昔
を
恋
い
慕

う
と
い
っ
た
述
懐
の
和
歌
と
な
る
の
で
あ
る
。「
心
」
を
も
っ
と
も
表
現
し
う
る
も

の
と
し
て
、
恋
歌
と
並
ん
で
述
懐
歌
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
た

両
歌
と
も
に
「
ま
た
れ
」「
こ
ひ
せ
ら
る
」
の
自
発
の
助
動
詞
（
傍
線
部
）
が
実
に

よ
く
効
い
て
い
る
。

　

そ
の
後
も
、「
あ
ぢ
き
な
く
」
を
も
つ
歌
は
概
ね
恋
歌
と
な
る
。
和
歌
に
お
け
る

恋
は
成
就
し
な
い
恋
が
前
提
に
あ
る
か
ら
、「
あ
ぢ
き
な
く
」
は
ど
う
に
も
な
ら
な

い
、
は
か
な
い
恋
の
イ
メ
ー
ジ
と
ほ
ぼ
重
な
り
合
う
。
九
九
番
歌
に
も
、
恋
の
イ
メ

ー
ジ
は
、「
人
も
を
し
人
も
う
ら
め
し
」「
も
の
お
も
ふ
身
」
が
「
あ
ぢ
き
な
く
」
と

結
び
つ
い
て
一
見
強
ま
る
も
の
の
、
も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
た
る
「
世
を
思
ふ
ゆ

ゑ
に
」
と
い
う
治
世
を
示
唆
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
、
恋
の
イ
メ
ー
ジ
は
一
気
に
一
掃

さ
れ
、
治
世
に
関
す
る
君
主
の
苦
悩
へ
と
テ
ー
マ
は
転
化
し
て
い
く
。
と
同
時
に
、

治
世
自
体
も
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
「
あ
ぢ
き
な
く
」
に
よ
っ
て
歌
の
主
体
（
＝

詠
者
で
あ
る
後
鳥
羽
院
）
に
自
覚
さ
せ
て
、「
述
懐
」
の
テ
ー
マ
が
全
面
的
に
覆
う

和
歌
と
し
て
結
実
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
見
事
な
転
調
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
が
後

鳥
羽
院
の
天
才
性
で
も
あ
る
。

　

次
に
、
順
徳
院
の
一
〇
〇
番
歌
を
見
て
お
こ
う
。
歌
意
は
、
宮
中
の
古
い
軒
端
に

生
え
て
い
る
忍
ぶ
草
で
は
な
い
が
、
い
く
ら
慕
っ
て
も
慕
い
き
れ
な
い
く
ら
い
の
輝

か
し
い
昔
だ
っ
た
ん
だ
な
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。「
し
の
ぶ
」
が
「
忍
ぶ
草
」
と
恋

い
慕
う
を
意
味
す
る
「
偲
ぶ
」
と
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
和
歌
の

肝
と
な
る
の
は
、「
し
の
ぶ
」
と
「
む
か
し
な
り
け
り
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、「
む
か
し
な
り
け
り
」
を
見
て
お
き
た
い
。
後
一
条
院
の
崩
御
で
出

家
し
横
川
に
籠
も
っ
た
源
顕
基
は
、
上
東
門
院
（
彰
子
、
後
一
条
院
の
母
）
か
ら
の

便
り
に
答
え
て
、「
よ
を
す
て
て
や
ど
を
い
で
に
し
み
な
れ
ど
も
な
ほ
こ
ひ
し
き
は

む
か
し
な
り
け
り
」
と
詠
ん
で
い
る
（『
後
拾
遺
集
』
雑
三
、
一
〇
二
九
番
）。
世
を

捨
て
て
（
出
家
し
て
）、
宿
（
俗
界
）
を
出
て
し
ま
っ
た
私
だ
け
れ
ど
も
、
や
は
り

恋
し
い
の
は
昔
（
後
一
条
院
に
仕
え
て
い
た
こ
ろ
）
な
ん
だ
な
、
と
い
う
歌
意
だ
が
、

順
徳
院
詠
と
近
い
立
ち
位
置
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
順
徳
院
と
同
時
代
で
配
流
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日
本
文
化
の
過
去
・
現
在
・
未
来　
「
述
懐
」
の
今
昔　
　
　

前
田
雅
之

所
に
よ
れ
ば
、
あ
る
い
は
方
正
厳
直
、
私
を
棄
て
て
公
に
殉
ぜ
る
者
あ
り
、
卓

識
達
観
、
国
家
を
以
て
己
が
任
と
せ
る
者
あ
り
、
機
智
穎
才
、
百
難
を
排
す
る

の
器
を
有
せ
る
者
あ
り
、
直
言
讜
議
、
あ
え
て
権
豪
を
憚
ら
ざ
る
者
あ
り
て
、

も
し
一
々
こ
れ
を
観
察
す
れ
ば
、
そ
の
人
物
中
、
あ
る
い
は
明
治
昭
代
の
今
日

に
お
い
て
も
、
得
や
す
か
ら
ざ
ら
し
ほ
ど
の
材
器
あ
り
し
を
信
ず
る
な
り
。

（『
幕
末
政
治
家
』
叙
言
）

桜
痴
は
、
滅
亡
に
際
し
て
の
幕
府
の
自
己
犠
牲
を
説
き
、
幕
臣
の
優
秀
さ
を
称
え
て

や
ま
な
い
。
む
ろ
ん
、
言
っ
て
も
詮
無
い
こ
と
で
あ
る
。
時
代
は
旧
幕
府
の
こ
と
を

封
建
時
代
と
呼
び
、
否
定
し
て
や
ま
な
い
。
桜
痴
も
明
治
と
い
う
新
時
代
を
生
き
る

べ
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
劇
作
家
、
挙
げ
句
の
果
て
に
は
政
治
家
に
も
な
っ
て
い

く
が
、
そ
れ
で
も
、
幕
府
の
滅
亡
と
い
う
経
験
は
彼
を
し
て
幕
府
を
顕
彰
せ
し
め
る

堂
々
た
る
文
章
を
書
か
せ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
三
九
年
、
文
芸
批
評
家
保
田
與
重
郎
（
一
九
一
〇
〜
八
一
）
は
、『
後
鳥
羽

院
』
を
上
梓
し
た
（
増
補
版
一
九
四
二
年
）。
こ
の
中
で
、
保
田
は
、
彼
が
い
う

「
偉
大
な
敗
北
」
の
体
現
者
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
日
本
武
尊
、
木
曾
義
仲
）
の
集
大
成

と
し
て
後
鳥
羽
院
を
描
い
て
い
く
。
冒
頭
で
も
論
じ
て
い
る
が
、
承
久
の
乱
を
起
こ

し
て
隠
岐
に
流
さ
れ
、
一
九
年
後
、
そ
の
地
で
崩
御
し
た
の
が
後
鳥
羽
院
で
あ
る
。

だ
が
、
保
田
に
よ
れ
ば
、
後
鳥
羽
院
は
文
芸
の
王
で
あ
る
。
な
ぜ
か
、「
偉
大
な
敗

北
者
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
偉
大
な
敗
北
者
」
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し

て
文
芸
の
王
に
は
な
れ
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
保
田
自
身
が
生
き
て
い
た
文
明
開
化

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
近
代
日
本
を
批
判
し
、
無
化
す
る
た
め
に
は
、「
偉
大
な
敗
北

者
」
で
あ
る
後
鳥
羽
院
が
作
り
上
げ
た
壮
大
か
つ
悲
し
く
淋
し
い
伝
統
に
拠
る
し
か

な
い
と
保
田
が
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
、
保
田
は
、
軍
備
の
み
な
ら
ず
、

近
代
産
業
・
工
業
を
も
否
定
し
て
、
国
民
全
員
が
農
民
に
な
る
こ
と
を
説
い
た
『
絶

対
平
和
論
』（
一
九
五
〇
年
）
を
追
放
中
故
に
無
署
名
で
発
表
し
自
ら
二
年
間
ほ
ど

と
え
題
詠
に
よ
る
演
技
で
あ
っ
て
も
、
い
か
に
不
遇
で
不
幸
で
あ
っ
た
か
を
切
実
に

涙
が
ま
し
く
、
か
つ
、
め
め
し
く
歌
い
上
げ
る
の
が
述
懐
歌
な
る
も
の
の
正
し
い
あ

り
よ
う
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
上
記
の
二
首
の
う
ち
、
と
り
わ
け
順
徳
院
詠
に
見
ら
れ
る
失
わ
れ
た
時
代

を
恋
い
慕
う
感
情
は
、
そ
の
後
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
目
を
近
代
日
本
に
転

じ
た
い
。
日
本
に
お
け
る
失
わ
れ
た
国
と
は
、
人
に
よ
っ
て
は
、
戦
前
の
大
日
本
帝

国
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
明
治
を
生
き
た
旧
幕
臣
に
と
っ
て
は
光
り
輝
く
ご
公
儀
（
徳

川
）
の
御
世
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
を
代
表
す
る
の
が
福
地
桜
痴
（
源
一
郎
、
一
八

四
一
〜
一
九
〇
六
）
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
戯
れ
に
わ
ざ
わ
ざ
「
桜
痴
」
と
号
し

た
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
風
流
才
子
と
呼
ば
れ
な
が
ら
も
ひ
に
く
れ
方
も
尋
常
で
は

な
い
。
桜
痴
は
明
治
期
物
書
き
と
し
て
多
く
の
書
物
を
も
の
し
た
が
、
そ
の
中
に
幕

府
の
崩
壊
過
程
と
原
因
を
追
究
し
た
『
幕
府
滅
亡
論
』（
一
八
九
二
年
）
と
幕
末
政

治
家
列
伝
と
言
っ
て
よ
い
『
幕
末
政
治
家
』（
一
九
〇
〇
年
）
が
あ
る
。
二
冊
と
も

彼
が
幕
臣
と
し
て
仕
え
た
（
と
言
っ
て
も
通
詞
故
に
さ
し
て
活
躍
も
で
き
な
か
っ
た

が
）
幕
府
を
正
面
か
ら
論
じ
た
好
著
だ
が
、
や
は
り
「
述
懐
」
に
告
知
す
る
心
情
が

に
じ
み
出
て
く
る
箇
所
が
あ
る
。

嗚
呼
、
源
頼
朝
が
初
め
て
幕
府
を
剏
立
し
て
よ
り
七
百
年
、
そ
の
間
武
門
に
し

て
大
権
を
掌
握
し
て
天
下
を
治
め
た
る
も
の
、
曰
く
源
氏
、
曰
く
北
条
氏
、
曰

く
足
利
氏
、
曰
く
織
田
氏
、
曰
く
豊
臣
氏
、
曰
く
徳
川
氏
、
而
し
て
、
そ
の
滅

亡
の
時
に
お
い
て
も
、
国
家
の
た
め
に
、
国
民
の
た
め
に
、
そ
の
社
稷
を
犠
牲

に
し
た
る
者
は
ひ
と
り
徳
川
氏
あ
る
の
み
。
如
何
ぞ
特
書
挙
揚
せ
ざ
る
べ
け
ん

や
。 

（『
幕
府
滅
亡
論
』）

一
概
に
幕
府
を
挙
て
こ
と
ご
と
く
衆
愚
の
府
と
見
做
し
、
そ
の
行
為
み
な
国
家

を
誤
り
日
本
に
禍
し
て
、
以
て
つ
い
に
朝
廷
の
譴
責
を
蒙
り
滅
亡
し
た
る
者
な

り
と
論
断
す
る
が
ご
と
き
は
、
浅
膚
の
見
な
る
の
み
。
余
が
親
し
く
見
聞
す
る
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後
悔
・
無
念
さ
と
い
っ
た
述
懐
の
感
情
は
、
明
日
へ
の
希
望
と
い
っ
た
思
い
以
上

に
実
は
創
作
の
基
盤
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
は

（
否
、
世
界
中
も
か
）
今
も
昔
も
変
わ
る
ま
い
。

実
践
し
た
が
、
こ
れ
は
後
鳥
羽
院
論
か
ら
の
延
長
線
上
に
あ
る
著
作
だ
と
言
っ
て
よ

い
。
敗
戦
と
い
う
喪
失
感
を
近
代
批
判
の
根
拠
か
つ
バ
ネ
に
据
え
た
の
あ
る
。
と
は

い
え
、
保
田
與
重
郎
の
恐
い
と
こ
ろ
は
、
滅
亡
・
喪
失
を
嘆
く
と
い
う
述
懐
の
感
情

か
ら
、
そ
れ
を
文
芸
創
作
の
起
爆
材
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
後
鳥
羽
院
・
順
徳
院
・
桜
痴
も
保
田
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
述
懐
を
創
作
の

糧
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
述
懐
も
悪
い
も
の
で
は
な
い
。

最
後
に
、
ま
じ
め
な
述
懐
と
し
て
、
南
北
朝
期
最
も
頭
脳
明
晰
だ
っ
た
足
利
直
義

（
一
三
〇
七
〜
五
二
）
の
述
懐
歌
を
上
げ
て
お
こ
う
。

貞
和
百
首
歌
め
さ
れ
し
時 

左
兵
衛
督
直
義

二
〇
〇
三　

う
き
な
が
ら
人
の
た
め
ぞ
と
思
は
ず
は
何
を
世
に
ふ
る
な
ぐ
さ
め

に
せ
ん 

（『
新
千
載
集
』
雑
歌
中
）

　
『
貞
和
百
首
』（
一
三
四
六
年
）
の
う
ち
述
懐
題
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

貞
和
年
間
（
一
三
四
五
〜
五
〇
）
は
、
直
義
が
幕
府
の
最
高
実
力
者
と
し
て
政
務
に

当
た
っ
て
い
た
が
、
歌
意
は
、
辛
い
な
が
ら
も
人
の
た
め
と
思
わ
な
か
っ
た
ら
、
何

を
も
っ
て
世
を
生
き
る
慰
め
に
し
よ
う
か
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
治
世
が
う
ま
く
い

か
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
世
の
人
の
た
め
に
今
後
も
政
務
を
や

っ
て
い
く
と
い
う
覚
悟
が
感
じ
ら
れ
る
和
歌
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
直
義
の
本

音
で
は
あ
る
ま
い
か
。
よ
っ
て
、
合
理
的
理
知
的
な
人
間
だ
っ
た
直
義
の
和
歌
に
は
、

や
む
に
や
ま
れ
る
は
か
な
い
感
情
な
ど
は
な
い
。
だ
か
ら
、
他
の
歌
人
の
述
懐
歌
と

較
べ
て
妙
に
浮
い
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
も
の
の
、
数
年
後
、
兄
尊
氏
の
執
事
高
師

直
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
兄
弟
が
戦
い
合
う
観
応
の
擾
乱
（
一
三
五
〇
〜
五
二
）
を

直
義
が
起
こ
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
上
記
の
直
義
詠
を
収
め
る
『
新
千
載
集
』
が
完

成
し
た
と
き
、
直
義
は
既
に
亡
い
こ
と
（
兄
尊
氏
も
完
成
の
前
年
に
死
去
し
た
）
を

考
え
る
と
、
直
義
の
本
音
を
記
し
た
明
る
い
述
懐
歌
に
底
知
れ
ぬ
暗
さ
が
見
え
て
く

る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。


