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僧
侶
の
恋
歌
（
2
）　

勅
撰
集
編
（
中
）　　
　

前
田
雅
之
＊
日
本
文
化
学
科　

教
授　

中
古
・
中
世
文
学
、
和
歌
文
学

僧
侶
の
恋
歌
（
2
）　

勅
撰
集
編
（
中
）

―

八
代
集
（『
後
拾
遺
集
』〜『
詞
花
集
』）
所
収
歌
の
表
現
分
析―

前
田
雅
之＊

は
じ
め
に―

個
人
名
を
も
っ
た
和
歌
と
表
現
の
非
個
性―

　

本
稿
か
ら
は
、
前
稿
で
予
告
し
て
い
た
よ
う
に
、
勅
撰
集
に
入
集
し
た
僧
侶
の
恋

歌
の
表
現
性
に
注
目
し
て
議
論
し
て
い
く
。
と
い
う
の
も
、
表
現
に
着
目
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
読
み
手
の
属
性
（
こ
の
場
合
は
僧
侶
）
と
和
歌
の
表
現
が
関
係
す
る
か

ど
う
か
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
僧
侶
の
詠
む
恋
歌

は
僧
侶
な
る
属
性
が
表
現
上
ど
こ
か
に
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
。

さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
、
逆
に
、
属
性
と
表
現
の
関
係
性
に
よ
っ
て
和
歌
な
る
も
の
の

特
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
も
く
る
だ
ろ
う
。
関
係
性
が
あ
れ
ば
属
性
に
よ
る
固
有
の

表
現
を
も
つ
の
が
和
歌
と
い
う
も
の
に
な
り
、
他
方
、
関
係
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ

ば
、
属
性
と
無
関
係
な
、
あ
る
意
味
で
普
遍
的
と
も
い
い
う
る
詠
み
ぶ
り
が
和
歌
と

い
う
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
こ
と
の
詳
細
は
以
後
展
開
さ
れ
る
具
体
的
分
析
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
け
れ
ど
も
、
あ
っ
さ
り
と
結
論
め
い
た
こ
と
を
前
も
っ
て
こ
こ
で
断
言
し
て
し
ま

う
と
、
ど
う
や
ら
時
代
の
差
異
や
歌
壇
の
流
行
を
含
ん
だ
傾
向
ほ
ど
僧
侶
と
い
う
属

性
は
表
現
に
影
響
を
与
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
を
や
や
野
卑
に
言
い
切
れ

ば
、
僧
侶
が
詠
も
う
が
、
女
房
が
詠
も
う
が
、
さ
ら
に
ま
た
、
武
士
・
武
家
が
詠
も

う
が
、
ほ
と
ん
ど
表
現
レ
ベ
ル
で
変
わ
ら
な
い
の
が
和
歌
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

言
い
換
え
れ
ば
、
和
歌
と
は
属
性
・
性ジ
エ
ン
ダ
ー別・
身
分
と
は
無
関
係
に
共
通
の
表
現
・
言

説
様
式
を
も
っ
て
自
立
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
当
初
の
目
論
み
か
ら
は
大
い
に
外
れ
な
が
ら
も
、

そ
こ
か
ら
改
め
て
、
和
歌
に
関
す
る
本
質
的
な
問
題
が
迫
出
し
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
勅
撰
集
に
お
い
て
作
者
不
明
の
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
歌
が
そ
れ
な
り
の
比

重
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
十
二
分
に
諒
解
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
和
歌
と

は
な
に
よ
り
も
人
麿
・
貫
之
・
定
家
と
あ
る
ご
と
く
固
有
の
作
者
を
も
っ
た
テ
ク
ス

ト
、
即
ち
、
個
人
が
名
前
を
出
し
て
記
す
テ
ク
ス
ト
だ
、
と
い
う
昔
か
ら
言
い
古
さ

れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、「
物
語
」
と
総
括
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
は
、『
竹
取
物
語

0

0

』・『
伊
勢

物
語

0

0

』・『
源
氏
物
語

0

0

』
か
ら
『
宇
治
拾
遺
物
語

0

0

』・『
平
家
物
語

0

0

』、
果
て
は
『
秋
夜

長
物
語

0

0

』・『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語

0

0

』
に
至
る
ま
で
、
原
則
的
に
は
、
誰
が
書
い
た

か
が
分
か
ら
な
い
、
ま
た
、
分
か
ら
な
い
よ
う
に
記
す
と
い
う
叙
述
ス
タ
イ
ル
が
半

ば
制
度
化
あ
る
い
は
伝
統
化
し
て
い
た
）
1
（

が
、
少
な
く
と
も
和
歌
は
こ
の
伝
統
の
圏
内

に
は
い
な
か
っ
た
。
歌
会
・
歌
合
・
百
首
歌
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
勅
撰
集
に
入
集

し
た
か
ど
う
か
が
歌
人
の
グ
レ
イ
ド
を
決
定
し
て
い
た
よ
う
に
、
和
歌
こ
そ
、
固
有

名
と
い
う
抽
象
が
か
っ
た
言
い
方
よ
り
も
、
具
体
的
な
生
を
営
む
、
ま
さ
に
歴
史
的

「
現
存
在
」
た
る
個
人
が
作
者
（
詠
者
）
と
し
て
前
面
に
登
場
す
る
、
個
人
を
核
と

す
る
文
芸
だ
っ
た
の
で
あ
）
2
（

る
。
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再
度
、
断
言
す
れ
ば
、
個
人
な
く
し
て
和
歌
お
よ
び
漢
詩
・
連
歌
・
俳
諧
と
い
っ

た
前
近
代
日
本
の
韻
文
は
存
在
し
得
な
か
っ
た
の
だ
。
お
そ
ら
く
近
世
に
至
っ
て

（
場
合
に
よ
っ
て
は
近
代
の
可
能
性
も
あ
る
）
捏
造
さ
れ
た
例
が
圧
倒
的
に
多
数
だ

と
思
わ
れ
る
が
、
西
行
ゆ
か
り
の
地
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
伝
西
行
歌
」
も
〈
西

行
〉
と
い
う
個
人
名
故
に
捏
造
さ
れ
た
に
違
い
な
か
ろ
う
。「
よ
み
人
し
ら
ず
」
の

駄
歌
（
む
ろ
ん
、
誰
か
が
詠
ん
だ
も
の
だ
が
）
が
「
西
行
」
と
い
う
個
人
名
を
も
つ

こ
と
で
秀
歌
に
な
る
。
こ
ん
な
力
を
個
人
名
が
付
着
し
た
和
歌
に
は
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

　

こ
う
し
た
個
人
を
核
と
す
る
文
芸
の
な
か
で
、
和
歌
に
は
、
個
人
名
を
も
っ
た
作

者
が
参
加
す
る
歌
会
・
歌
合
・
百
首
歌
に
お
い
て
、
主
と
し
て
同
一
題
で
詠
ま
れ
る

多
様
な
和
歌
が
織
り
な
す
と
い
う
集
合
性
を
有
し
、
他
方
、
連
歌
・
俳
諧
に
は
、
反

撥
を
含
み
込
み
な
が
ら
も
個
々
人
が
付
け
て
い
く
句
の
連
鎖
に
よ
っ
て
一
つ
の
言
語

世
界
が
作
り
あ
げ
て
い
る
と
い
う
和
歌
と
は
別
次
元
の
集
合
性
を
有
し
て
い
る
け
れ

ど
）
3
（
も
、
個
人
名
を
も
っ
た
複
数
の
個
人
が
歌
会
・
連
歌
・
句
会
と
い
っ
た
事
業
に
参

加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
和
歌
・
連
歌
・
俳
諧
を
制
作
し
、
個
人
名
が
鏤
め
ら
れ
た
、
換
言

す
れ
ば
、
決
し
て
抽
象
の
次
元
に
は
踏
み
込
ま
な
い
が
、
集
合
性
を
も
っ
た
壮
大
な

言
語
世
界
＝
空
間
が
構
築
さ
れ
て
い
る
点
で
は
見
事
な
く
ら
い
に
共
通
し
て
い
よ
う
。

個
人
名
な
く
し
て
百
首
歌
・
歌
合
・
褒
貶
和
歌
か
ら
連
歌
、
和
漢
聯
句
、
俳
諧
（
連

句
）
に
至
る
、
日
本
の
正
統
的
（
＝
雅
的
）
な
韻
文
文
芸
は
生
み
出
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
の
主
題
で
あ
る
「
僧
侶
の
恋
歌
」
も
、
僧
侶
誰
々
と
い
う
属
性
（
僧
官
僧

位
を
含
む
）
と
名
（
通
常
は
法
名
）
を
も
っ
た
個
人
が
詠
ん
だ
恋
歌
だ
か
ら
、
問
題

と
し
て
俎
上
に
の
ぼ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
と
は
い
え
、
も

う
一
度
属
性
な
る
も
の
が
全
く
和
歌
の
表
現
に
は
響
い
て
こ
な
い
の
か
ど
う
か
も
具

体
的
に
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
稚
児
に
対
す
る
思
い
を

開
陳
し
た
実
情
歌
だ
け
で
は
な
く
、
詠
者
を
単
な
る
記
号
と
化
し
、
ま
だ
若
い
詠
者

が
老
い
の
歌
を
詠
む
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
役
割
を
演
ず
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
「
題

詠
」
な
る
和
歌
詠
作
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
贅
言
を

要
し
な
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
前
稿
に
あ
げ
た
三
区
分
（
八
代
集
・
十
三
代
集
前
期
〈『
新

勅
撰
集
』
〜
『
風
雅
集
』〉・
十
三
代
集
後
期
〈『
新
千
載
集
』
〜
『
新
続
古
今
集
』〉）

の
う
ち
、
八
代
集
を
①
（
僧
侶
の
恋
歌
が
本
格
化
す
る
『
後
拾
遺
集
』
〜
『
詞
花

集
』）
と
②
（『
千
載
集
』
〜
『
新
古
今
集
』）
に
細
分
化
し
、
①
の
分
析
を
課
題
と

す
る
。

二
、『
後
拾
遺
集
』
〜
『
詞
花
集
』
の
僧
侶
の
恋
歌
の
全
容

　

前
稿
で
既
述
し
た
よ
う
に
、
僧
侶
の
恋
歌
が
本
格
化
す
る
の
は
、『
後
拾
遺
集
』

か
ら
で
あ
り
、
題
詠
は
『
金
葉
集
』
か
ら
で
あ
っ
）
4
（
た
。
よ
っ
て
、
八
代
集
の
関
す
る

考
察
も
、
白
河
院
が
勅
撰
し
た
『
後
拾
遺
集
』（
一
五
首
）
か
ら
始
め
、『
金
葉
集
』

（
五
首
）・『
詞
花
集
』（
十
一
首
）
の
計
三
十
一
首
と
す
る
。
ま
ず
は
、
勅
撰
三
集
の

全
容
を
一
覧
し
た
い
。

『
後
拾
遺
集
』

　
　
　

は
じ
め
た
る
人
に
つ
か
は
し
け
る 

叡
覚
法
師　
　

605　

こ
の
は
ち
る
山
の
し
た
み
づ
う
づ
も
れ
て
な
が
れ
も
や
ら
ぬ
も
の
を
こ
そ
お
も
へ

　
　
　

題
不
知 

能
因
法
師　
　

624　

こ
ほ
り
と
も
人
の
こ
こ
ろ
を
お
も
は
ば
や
け
さ
た
つ
は
る
の
か
ぜ
に
と
く
べ
く



�

僧
侶
の
恋
歌
（
2
）　

勅
撰
集
編
（
中
）　　
　

前
田
雅
之

　
　
　

か
へ
り
ご
と
せ
ぬ
人
の
こ
と
ひ
と
に
は
や
る
と
き
き
て

 

道
命
法
師　
　

626　

し
ほ
た
る
る
わ
が
み
の
か
た
は
つ
れ
な
く
て
こ
と
う
ら
に
こ
そ
け
ぶ
り
た
ち
け
れ

　
　
　

か
へ
り
ご
と
せ
ぬ
人
に
山
で
ら
に
ま
か
り
て
つ
か
は
し
け
る

 

道
命
法
師　
　

627　

お
も
ひ
わ
び
き
の
ふ
山
べ
に
い
り
し
か
ど
ふ
み
み
ぬ
み
ち
は
ゆ
か
れ
ざ
り
け
り

　
　
　

題
不
知 

道
命
法
師　
　

633　

あ
ふ
こ
と
は
さ
も
こ
そ
ひ
と
め
か
た
か
ら
め
こ
こ
ろ
ば
か
り
は
と
け
て
み
え
な
む

　
　
　

題
不
知 

永
源
法
師　
　

674　

あ
ひ
み
て
の
の
ち
こ
そ
そ
こ
ひ
は
ま
さ
り
け
れ
つ
れ
な
き
人
を
い
ま
は
う
ら
み
じ

　
　
　

あ
ひ
そ
め
て
ま
た
も
あ
ひ
は
べ
ら
ざ
り
け
る
を
む
な
に
つ
か
は
し
け
る

 

叡
覚
法
師　
　

718　

あ
き
か
ぜ
に
な
び
き
な
が
ら
も
く
ず
の
は
の
う
ら
め
し
く
の
み
な
ど
か
み
ゆ
ら
ん

た
の
め
け
る
わ
ら
は
の
ひ
さ
し
う
み
え
は
べ
ら
げ
り
け
れ
ば
よ
み
は
べ

り
け
る 

律
師
慶
意　
　

733　

た
の
め
し
を
ま
つ
に
ひ
ご
ろ
の
す
ぎ
ぬ
れ
ば
た
ま
の
を
よ
わ
み
た
え
ぬ
べ
き
か
な

お
も
ひ
け
る
わ
ら
は
の
三
井
寺
に
ま
か
り
て
ひ
さ
し
く
お
と
も
し
は
べ

ら
ざ
り
け
れ
ば
よ
み
侍
け
る 

僧
都
遍
救　
　

741　

あ
ふ
さ
か
の
せ
き
の
し
み
づ
や
に
ご
る
ら
ん
い
り
に
し
ひ
と
の
か
げ
の
み
え
ぬ
は

　
　
　

題
不
知 

権
僧
正
静
円　
　

762　

あ
ふ
こ
と
の
た
だ
ひ
た
ぶ
る
の
ゆ
め
な
ら
ば
お
な
じ
ま
く
ら
に
ま
た
も
ね
な
ま
し

　
　
　

題
不
知 

増
基
法
師　
　

768　

た
な
ば
た
を
も
ど
か
し
と
み
し
わ
が
み
し
も
は
て
は
あ
ひ
み
ぬ
た
め
し
に
ぞ
な
る

　
　
　

と
し
ご
ろ
あ
は
ぬ
人
に
あ
ひ
て
の
ち
に
つ
か
は
し
け
る

 

道
命
法
師　
　

772　

あ
ひ
み
し
を
う
れ
し
き
こ
と
と
お
も
ひ
し
は
か
へ
り
て
の
ち
の
な
げ
き
な
り
け
り

　
　
　

題
不
知 

道
命
法
師　
　

785　

夜
な
夜
な
は
め
の
み
さ
め
つ
つ
お
も
ひ
や
る
こ
こ
ろ
や
ゆ
き
て
お
ど
ろ
か
す
ら
ん

　
　
　

題
不
知 

能
因
法
師　
　

798　

ね
や
ち
か
い
む
め
の
に
ほ
ひ
に
あ
さ
な
あ
さ
な
あ
や
し
く
こ
ひ
の
ま
さ
る
こ
ろ

か
な

『
金
葉
集
』

　
　
　

従
二
位
藤
原
親
子
家
草
子
合
に
恋
の
心
を
よ
め
る

 

宣
源
法
師　
　

356　

い
ま
は
た
だ
ね
ら
れ
ぬ
い
を
ぞ
と
も
と
す
る
こ
ひ
し
き
人
の
ゆ
か
り
と
お
も
へ
ば

　
　
　

恋
の
心
を
人
人
の
よ
み
け
る
に
よ
め
る 

律
師
実
源　
　

403　
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い
の
ち
を
し
か
け
て
契
り
し
な
か
な
れ
ば
た
ゆ
る
は
し
ぬ
る
心
ち
こ
そ
す
れ

　
　
　

は
じ
め
た
る
恋
の
心
を
よ
め
る 

良
暹
法
師　
　

421　

か
す
め
て
は
お
も
ふ
こ
こ
ろ
を
し
る
や
と
て
は
る
の
そ
ら
に
も
ま
か
せ
つ
る
か
な

多
聞
と
い
へ
る
わ
ら
は
を
よ
び
に
つ
か
は
し
け
る
に
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、

月
の
あ
か
か
り
け
る
よ
よ
め
る 

権
僧
正
永
縁　

■
）
5
（
453　

ま
つ
人
の
お
ほ
ぞ
ら
わ
た
る
月
な
ら
ば
ぬ
る
る
た
も
と
に
か
げ
は
見
て
ま
し

物
へ
ま
か
り
け
る
み
ち
に
は
し
た
も
の
の
あ
ひ
た
り
け
る
を
と
は
せ
侍

り
け
れ
ば
、
上
東
門
院
に
侍
り
け
る
す
ま
ひ
こ
そ
と
な
ん
申
す
と
い
ひ

け
る
を
よ
め
る 

源
縁
法
師　
　

464　

名
き
く
よ
り
か
ね
て
も
う
つ
る
こ
こ
ろ
か
な
い
か
に
し
て
か
は
あ
ふ
べ
か
る
ら
ん

『
詞
花
集
』

　
　
　

題
不
知 
隆
恵
法
師　
　

189　

か
く
と
だ
に
い
は
で
は
か
な
く
こ
ひ
し
な
ば
や
が
て
し
ら
れ
ぬ
身
と
や
な
り
な
ん

　
　
　

題
不
知 

覚
念
法
師　
　

197　

こ
ひ
し
な
ば
き
み
は
あ
は
れ
と
い
は
ず
と
も
な
か
な
か
よ
そ
の
人
や
し
の
ば
む

　
　
　

題
不
知 

浄
蔵
法
師　
　

200　

わ
が
た
め
に
つ
ら
き
人
を
ば
お
き
な
が
ら
な
に
の
つ
み
な
き
よ
を
や
う
ら
み
む

　
　
　

題
不
知 

能
因
法
師　
　

205　

こ
こ
ろ
さ
へ
む
す
ぶ
の
か
み
や
つ
く
り
け
む
と
く
る
け
し
き
も
み
え
ぬ
き
み
か
な

春
に
な
り
て
あ
は
む
と
た
の
め
た
る
女
の
、
さ
も
あ
る
ま
じ
げ
に
み
え

け
れ
ば
い
ひ
つ
か
は
し
け
る 

道
命
法
師　
　

215　

や
ま
ざ
く
ら
つ
ひ
に
さ
く
べ
き
も
の
な
ら
ば
人
の
心
を
つ
く
さ
ざ
ら
な
）
6
（
む

　
　
　

恋
の
歌
と
て
よ
め
る 

隆
縁
法
師　
　

209　

身
の
ほ
ど
を
お
も
ひ
し
り
ぬ
る
こ
と
の
み
や
つ
れ
な
き
人
の
な
さ
け
な
る
ら
ん

　
　
　

題
不
知 

道
命
法
師　
　

222　

つ
ら
さ
を
ば
き
み
に
な
ら
ひ
て
し
り
ぬ
る
を
う
れ
し
き
こ
と
を
た
れ
に
と
は
ま
し

冬
の
こ
ろ
、
く
れ
に
あ
は
む
と
い
ひ
た
る
を
ん
な
に
、
く
ら
し
か
ね
て

い
ひ
つ
か
は
し
け
る 

道
命
法
師　
　

231　

ほ
ど
も
な
く
く
る
る
と
お
も
ひ
し
冬
の
日
の
こ
こ
ろ
も
と
な
き
を
り
も
あ
り
け
り

　
　
　

題
不
知 

恵
慶
法
師　
　

244　

あ
ふ
こ
と
は
ま
ば
ら
に
あ
め
る
い
よ
す
だ
れ
い
よ
い
よ
わ
れ
を
わ
び
さ
す
る
か
な

弟
子
な
り
け
る
わ
ら
は
の
、
お
や
に
具
し
て
人
の
く
に
へ
あ
か
ら
さ
ま

に
と
て
ま
か
り
け
る
が
、
ひ
さ
し
く
み
え
侍
り
ざ
り
け
れ
ば
、
た
よ
り

に
つ
け
て
い
ひ
つ
か
は
し
け
る 

最
厳
法
師　
　

253　

み
か
り
の
の
し
ば
し
の
こ
ひ
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
そ
り
は
て
ぬ
る
か
や
か
た
を

の
た
か
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之

い
と
ほ
し
く
侍
り
つ
る
わ
ら
は
の
、
大
僧
正
行
尊
が
も
と
へ
ま
か
り
に

け
れ
ば
い
ひ
つ
か
は
し
け
る 

律
師
仁
祐　
　

259　

う
ぐ
ひ
す
は
こ
づ
た
ふ
は
な
の
え
だ
に
て
も
た
に
の
ふ
る
す
を
お
も
ひ
わ
す
る
な

　
　
　

か
へ
し
、
わ
ら
は
に
か
は
り
て 

大
僧
正
行
尊　
　

260　

う
ぐ
ひ
す
は
花
の
み
や
こ
も
た
び
な
れ
ば
た
に
の
ふ
る
す
を
わ
す
れ
や
は
す
る

　
『
後
拾
遺
集
』・『
金
葉
集
』・『
詞
花
集
』
該
当
歌
の
う
ち
、
種
別
に
よ
っ
て
分
類

す
る
と
、

（
Ａ
）
異
性
に
対
す
る
実
情
歌：
道
命
（
後
拾
遺
626
・
627
・
772
・
詞
花
231
）・
叡

覚
（
後
拾
遺
605
・
718
）・
源
縁
（
金
葉
464
）

（
Ｂ
）
同
性
（
＝
稚
児
）
に
対
す
る
実
情
歌：
慶
意
（
後
拾
遺
733
）・
遍
救
（
後

拾
遺
741
）・
永
縁
（
金
葉
453
）・
最
厳
（
詞
花
253
）・
仁
祐
（
詞
花
259
）・
行
尊

（
詞
花
260
）

（
Ｃ
）
題
詠：

宣
源
（
金
葉
356
）・
実
源
（
金
葉
403
）・
良
暹
（
金
葉
421
）、
隆
縁

（
詞
花
209
）

（
Ｄ
）
不
明
（
題
不
知
）
の
も
の：

能
因
（
後
拾
遺
624
・
798
）・
道
命
（
後
拾
遺

633
・
785
）・
永
源
（
後
拾
遺
674
）・
静
円
（
後
拾
遺
762
）・
増
基
（
後
拾
遺
768
）、

隆
恵
（
詞
花
189
）・
覚
念
（
詞
花
197
）・
浄
蔵
（
詞
花
200
）・
能
因
（
詞
花

205
）・
隆
縁
（
詞
花
209
）・
道
命
（
詞
花
222
）・
恵
慶
（
詞
花
244
）

と
な
る
。

　

こ
こ
で
は
、
問
題
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、（
Ｄ
）「
題
不
知
」
は
考
察
か
ら
外
し

て
、（
Ａ
）・（
Ｂ
）・（
Ｃ
）
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
く
。

三
、
異
性
間
実
情
歌
の
表
現
分
析

　
（
Ａ
）
異
性
間
の
実
情
歌
か
ら
入
り
た
い
。
具
体
的
に
は
、
道
命
詠
（
後
拾
遺

627
・
詞
花
215
・
231
）・
叡
覚
詠
（
後
拾
遺
718
）
の
四
首
を
分
析
す
）
7
（
る
。

　

ま
ず
は
、「
か
へ
り
ご
と
せ
ぬ
人
に
山
で
ら
に
ま
か
り
て
つ
か
は
し
け
る
」
と
い

う
詞
書
を
も
つ
道
命
627
番
歌
で
あ
）
8
（
る
。

お
も
ひ
わ
び
き
の
ふ
山
べ
に
い
り
し
か
ど
ふ
み
み
ぬ
み
ち
は
ゆ
か
れ
ざ
り
け
り

道
命
詠
の
主
た
る
技
法
は
、「
ふ
み
み
ぬ
み
ち
」
に
お
け
る
「
ふ
み
」（
文
・
踏
み
）

の
掛
詞
で
あ
ろ
う
。
新
大
系
本
（
久
保
田
淳
・
平
田
喜
信
校
注
）
が
参
考
歌
と
し
て

挙
げ
る
『
後
撰
集
』
雑
一
・
よ
み
人
し
ら
ず
（
1222
）
詠

お
ほ
ぞ
ら
に
行
き
か
ふ
鳥
の
雲
ぢ
を
ぞ
人
の
ふ
み
み
ぬ
物
と
い
ふ
な
る

は
、
詞
書
と
し
て
「
女
の
も
と
に
ふ
み
つ
か
は
し
け
る
を
、
返
事
も
せ
ず
し
て
、
の

ち
の
ち
は
ふ
み
を
見
も
せ
で
と
り
な
む
お
く
と
、
人
の
つ
げ
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
で
、

道
命
が
こ
れ
を
参
考
に
し
た
可
能
性
は
高
い
。
但
し
、
1222
番
歌
が
「
鳥
の
雲
ぢ
」
を

「
人
の
踏
み
見
ぬ
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、
道
命
詠
は
「
山
べ
」
の
「
ふ
み
み
ぬ
み

ち
」
の
差
異
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
山
と
「
ふ
み
み
ぬ
」
で
み
て
お
く
と
、
藤
原
為
時

の
息
惟
規
に
は
、

い
ひ
そ
め
て
た
だ
に
は
や
ま
じ
た
か
や
ま
の
人
の
ふ
み
み
ぬ
し
げ
り
な
り
と
も

（『
惟
規
集
』
24
）
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が
あ
る
。
こ
れ
も
「
た
び
た
び
か
へ
り
事
せ
ね
ば
」
と
詞
書
に
あ
る
か
ら
、
同
一
状

況
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
、「
た
か
や
ま
の
人
の
ふ
み
み
ぬ
」「
し
げ
り
（
茂

り
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
同
工
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
長
暦
・
長

久
（
一
〇
三
七
〜
一
〇
四
四
）
頃
」（『
新
編
国
歌
大
観
』
解
題
）
に
詠
ま
れ
た
源
頼

実
（
？
〜
寛
徳
元
〈
一
〇
四
四
〉）
の
私
家
集
『
故
侍
中
左
金
吾
家
集
』（
100
）
に
つ

く
と
、し

る
べ
す
る
人
だ
に
見
え
ぬ
お
く
山
の
ふ
み
み
ぬ
道
に
ま
ど
ふ
こ
ろ
か
な

を
得
る
。
こ
の
歌
に
は
詞
書
は
な
い
が
、
題
は
「
恋
」
で
あ
る
。「
ふ
み
み
ぬ
み
ち
」

が
共
通
す
る
の
で
、
頼
実
詠
は
道
命
詠
の
影
響
の
下
に
詠
ま
れ
た
可
能
性
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
道
命
詠
が
「
返
事
」
が
な
い
人
に
対
し
て
、「
ふ
み
み
ぬ
」
を
絡
め
た
表

現
は
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
通
常
に
詠
ま
れ
る
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と

す
れ
ば
、
小
式
部
内
侍
の
あ
ま
り
に
著
名
な

お
ほ
え
や
ま
い
く
の
の
み
ち
の
と
ほ
け
れ
ば
ふ
み
も
ま
だ
み
ず
あ
ま
の
は
し
だ

て
（『
金
葉
集
』
雑
・
550
他
、
但
し
『
百
人
一
首
』
等
で
は
「
ま
だ
ふ
み
も
み

ず
」
と
な
る
）

と
い
う
歌
は
、
恋
歌
か
ら
の
転
じ
で
あ
る
こ
と
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
歌
の
最
大

の
見
せ
所
（
工
夫
・
技
法
）
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

つ
い
で
、
道
命
詠
の
残
り
の
二
例
（
詞
花
215
・
231
）
を
検
討
し
た
い
。「
春
に
な

り
て
あ
は
む
と
た
の
め
た
る
女
の
、
さ
も
あ
る
ま
じ
げ
に
み
え
け
れ
ば
い
ひ
つ
か
は

し
け
る
」
と
い
う
詞
書
を
も
つ
215
番
歌

や
ま
ざ
く
ら
つ
ひ
に
さ
く
べ
き
も
の
な
ら
ば
人
の
心
を
つ
く
さ
ざ
ら
な
む

お
よ
び
、「
冬
の
こ
ろ
、
く
れ
に
あ
は
む
と
い
ひ
た
る
を
ん
な
に
、
く
ら
し
か
ね
て

い
ひ
つ
か
は
し
け
る
」
と
い
う
詞
書
を
も
つ
231
番
歌

ほ
ど
も
な
く
く
る
る
と
お
も
ひ
し
冬
の
日
の
こ
こ
ろ
も
と
な
き
を
り
も
あ
り

け
）
9
（
り

で
あ
る
。
両
首
は
、「
春
」
と
「
冬
」
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
逢
い
た
い
女
性
に

会
え
な
い
（
そ
の
女
性
を
待
て
な
い
）
悲
し
み
や
辛
さ
と
い
う
実
情
を
詠
ん
だ
も
の

で
あ
る
こ
と
で
は
共
通
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
表
現
の
特
性
を
見
て
お
き
た
い
。

　

215
番
歌
か
ら
入
ろ
う
。「
や
ま
ざ
く
ら
」
と
「
人
の
心
」
の
組
合
せ
は
、『
後
拾
遺

集
』・
春
上
の
藤
原
隆
経
詠
（
78
）

山
ざ
く
ら
み
に
ゆ
く
み
ち
を
へ
だ
つ
れ
ば
ひ
と
の
こ
こ
ろ
ぞ
か
す
み
な
り
け
る

か
ら
し
か
現
れ
な
い
新
し
い
表
現
で
あ
る
。
そ
の
他
で
は
、『
為
忠
家
初
度
百
首
』

「
山
路
桜
」
題
の
藤
原
為
盛
詠
（
64
）

枝
ご
と
に
人
の
こ
こ
ろ
を
と
ど
め
つ
つ
み
ち
さ
ま
た
げ
の
山
ざ
く
ら
か
な

『
久
安
百
首
』（
久
安
六
年
・
一
一
五
〇
）
の
顕
広
（
俊
成
）
詠
（
春
廿
首
の
う
ち
、

809
）
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前
田
雅
之

山
ざ
く
ら
咲
く
よ
り
空
に
あ
く
が
る
る
人
の
心
や
み
ね
の
し
ら
）
10
（
雲

く
ら
い
し
か
存
在
し
な
い
。
し
か
も
、「
人
人
、
は（

花

見

）

な
み
に
ま
か
り
け
る
を
か
く
と

も
つ
げ
ざ
り
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る
」
と
い
う
詞
書
を
も
つ
隆
経
詠
に
は
、
置
い
て

け
ぼ
り
を
く
っ
た
恨
み
が
ま
し
さ
が
「
ひ
と
の
こ
こ
ろ
ぞ
か
す
み
な
り
」
と
表
現
さ

れ
て
い
る
が
、
他
の
例
は
、
山
桜
の
美
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
恋
の
歌
は
、

道
命
詠
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
215
番
歌
も
詞
書
を
読
ま
な
け
れ
ば
、
山
桜
の
開
花
を

待
ち
こ
が
れ
る
人
々
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
と
も
読
め
る
か
ら
、
こ
の
点
、
他
の

例
と
も
変
わ
ら
な
い
と
も
い
え
る
。
む
ろ
ん
、
215
番
歌
の
「
山
桜
」
は
メ
タ
フ
ァ
ー

で
あ
る
。
だ
が
、
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
ろ
う
が
、
実
景
あ
る
い
は
屛
風
歌
で
あ
ろ
う
が
、

和
歌
で
風
景
を
詠
む
と
な
る
と
、
そ
こ
に
同
時
代
で
用
い
ら
れ
た
語
句
の
組
合
せ
を

用
い
よ
う
と
、
と
に
か
く
山
桜
賛
美
に
向
か
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
本

来
の
狙
い
（
＝
恋
歌
）
と
は
無
関
係
な
山
桜
を
見
た
い
願
望
表
現
と
な
る
。
215
番
歌

の
場
合
は
、「
世
中
に
た
え
て
さ
く
ら
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」

（『
古
今
集
』・
春
（
53
）
在
原
業
平
）
の
ご
と
く
、
桜
の
開
花
を
め
ぐ
る
悩
ま
し
い

気
分
が
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

続
く
231
番
歌
に
つ
い
て
は
、
新
大
系
本
は
「
同
想
歌
」
と
し
て
『
千
載
集
』・
恋

三
、「
題
し
ら
ず
」
藤
原
忠
通
詠
（
796
）

冬
の
日
を
春
よ
り
な
が
く
な
す
物
は
こ
ひ
つ
つ
く
ら
す
心
な
り
け
り

を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
短
い
冬
の
日
を
長
く
さ
せ
る
も
の
は
逢
え
な
い
相
手
を

待
つ
恋
心
だ
、
と
い
う
歌
意
で
あ
る
か
ら
、
冬
の
日
の
短
さ
が
実
は
そ
う
で
も
な
か

っ
た
と
い
う
点
で
は
同
想
歌
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
た
と
え
ば
、『
続
後
撰

集
』・
夏
（
215
）・「
題
し
ら
ず
」
の
藤
原
顕
季
詠

く
る
る
か
と
見
る
ほ
ど
も
な
く
あ
け
に
け
り
を
し
み
も
あ
へ
ぬ
夏
の
夜
の
月

を
見
る
と
、
夏
の
夜
の
短
さ
を
「
く
る
る
」「
ほ
ど
も
な
く
」
と
い
う
道
命
詠
と
同

一
語
彙
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
し
、
さ
ら
に
、
顕
季
詠
の
本
歌
と
も

い
う
べ
き
『
小
町
集
』（
53
）
に
は

夏
の
よ
の
わ
び
し
き
こ
と
は
夢
に
だ
に
み
る
ほ
ど
も
な
く
あ
く
る
な
り
け
）
11
（
り

と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
ど
う
や
ら
231
番
歌
は
、
夏
の
夜
に
用
い
ら
れ
る

「
ほ
ど
も
な
く
」
を
冬
の
日
に
転
じ
た
こ
と
に
和
歌
と
し
て
の
新
し
さ
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
延
長
線
上
に
は
、

ほ
ど
も
な
く
く
る
る
日
影
に
音
を
ぞ
な
く
ひ
つ
じ
の
あ
ゆ
み
き
く
に
つ
け
て
も

と
詠
ん
だ
藤
原
定
家
が
い
る
（『
拾
遺
愚
草
』「
獣
十
」（
769
））。
定
家
詠
に
な
る
と
、

も
は
や
夏
・
冬
と
い
う
季
節
な
ど
は
取
っ
払
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、

「
く
る
る
」
が
「
羊
の
歩
み
」
と
縁
語
的
に
連
結
さ
れ
て
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
覆
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
す
ぐ
に
で
も
や
っ
て
き
そ
う
な
死
の
気
配
で
あ
る
。
定
家
詠
は
215

番
歌
を
見
て
、
独
自
に
い
じ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
夏
か
ら
冬
（
実
は
、
恋
）、
そ
れ
か

ら
死
へ
と
変
じ
て
い
っ
た
の
だ
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
道
命
詠
を
離
れ
て
、「
あ
ひ
そ
め
て
ま
た
も
あ
ひ
は
べ
ら
ざ
り
け

る
を
む
な
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
い
う
詞
書
を
も
つ
叡
覚
詠
（
後
拾
遺
718
）
に
移
り

た
い
。
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あ
き
か
ぜ
に
な
び
き
な
が
ら
も
く
ず
の
は
の
う
ら
め
し
く
の
み
な
ど
か
み
ゆ
ら
ん

こ
れ
は
題
詠
で
は
「
逢
不
逢
恋
」
に
属
す
る
も
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
歌
は
「
秋
風
」

「
葛
の
葉
」「
う
ら
め
し
く
」
の
語
句
連
合
が
表
現
技
法
の
核
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
三
要

素
が
揃
っ
た
起
源
的
歌
は
、
こ
れ
も
『
新
大
系
』
脚
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
古

今
集
』
恋
五
の
平
貞
文
詠
（
823
）

秋
風
の
吹
き
う
ら
が
へ
す
く
ず
の
は
の
う
ら
み
て
も
猶
う
ら
め
し
き
か
な

で
あ
ろ
う
。「
う
ら
」
を
都
合
三
回
も
用
い
て
、
畳
み
か
け
る
よ
う
に
「
う
ら
め
し

さ
」
を
強
調
す
る
詠
み
ぶ
り
は
、
後
代
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
、『
新
古
今
集
』（
恋

四
）
に
取
ら
れ
た
村
上
天
皇
詠
（
1243
）

く
ず
の
葉
に
あ
ら
ぬ
わ
が
身
も
秋
風
の
ふ
く
に
つ
け
つ
つ
う
ら
み
つ
る
か
な

や
『
金
葉
集
』
恋
上
の
藤
原
正
家
詠
（
392
）

あ
き
か
ぜ
に
ふ
き
か
へ
さ
れ
て
く
ず
の
葉
の
い
か
に
う
ら
み
し
物
と
か
は
し
る

と
結
実
し
た
が
、
叡
覚
詠
も
貞
文
詠
の
影
響
歌
の
一
つ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
但
し
、

叡
覚
詠
に
は
「
秋
風
」
＋
「
ふ
き
」
と
い
う
通
常
の
組
合
せ
で
は
な
く
、「
秋
風
」

＋
「
な
び
き
」
と
い
う
組
合
せ
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
一
応
注
目
に
値
す
る
が
、
こ

の
「
秋
風
」
＋
「
な
び
（
か
・
き
・
く
）」
＋
「
く
ず
」
の
組
合
せ
も
、『
万
葉
集
』

（
新
番
号
2100
）
や
『
家
持
集
』（
113
）
の

ま
く
ず
は
ら
な
び
く
あ
き
か
ぜ
ふ
く
か
ら
に
あ
だ
の
お
ほ
の
の
は
ぎ
の
は
な
ち

る
（『
家
持
集
』）

が
既
に
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
叡
覚
は
、『
古
今
集
』
貞
文
詠
と
家
持
詠
を
組
み
合
わ

せ
て
、「
逢
不
逢
恋
」
の
心
境
を
「
な
び
き
な
が
ら
も
」「
う
ら
め
し
く
の
み
」
と
表

現
し
た
の
だ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
和
歌
の
伝
統
に
沿
っ
た
物
言
い
で
あ
り
、

僧
侶
ら
し
さ
な
ど
は
そ
こ
に
は
な
い
。

　

以
上
、
道
命
・
叡
覚
の
異
性
間
の
実
情
歌
の
表
現
を
分
析
し
て
き
た
。
ど
の
歌
も

他
の
恋
歌
と
変
わ
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
勅
撰
集
に
選
ば
れ
る
く
ら
い
の
秀
歌
で
あ

り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
僧
侶
ら
し
い
歌
な
ど
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
だ
が
、
こ
ん
な
こ
と
は
と
っ
く
に
予
想
さ
れ
て
い
た
が
、
も
っ
と
も
大
事
な
こ

と
が
実
は
あ
っ
た
。

　

道
命
の
勅
撰
集
入
集
数
は
、
そ
の
後
、『
千
載
集
』（
九
首
）・『
新
古
今
集
』（
四

首
）・『
続
後
撰
集
』（
二
首
）・『
続
古
今
集
』（
三
首
）・『
玉
葉
集
』（
三
首
）・『
続

千
載
集
』（
一
首
）・『
続
後
拾
遺
集
』（
二
首
）・『
風
雅
集
』（
二
首
）・『
新
千
載
集
』

（
二
首
）・『
新
拾
遺
集
』（
二
首
）・『
新
後
拾
遺
集
』（
一
首
）・『
新
続
古
今
集
』（
二

首
）
と
な
る
（
叡
覚
詠
は
『
後
拾
遺
集
』
四
首
（
夏
一
・
秋
上
一
・
恋
二
）
の
み
、

源
縁
詠
は
『
後
拾
遺
』
三
首
（
春
二
、
秋
一
）、『
金
葉
』
二
首
（
秋
一
首
と
当
該

歌
））
が
、
そ
こ
に
は
一
つ
と
し
て
、
異
性
間
の
実
情
歌
お
よ
び
題
詠
を
含
む
恋
歌

は
一
首
と
し
て
入
集
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

　

さ
ら
に
、
そ
れ
は
、
道
命
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。『
千
載
集
』
以
降
『
新
続
古
今

集
』
に
至
る
ま
で
、
僧
侶
が
詠
む
恋
歌
か
ら
異
性
間
の
実
情
歌
は
入
集
し
な
く
な
る

の
で
あ
る
。「
題
不
知
」
も
含
め
て
、「
題
」
を
見
る
限
り
、
題
詠
一
色
に
な
っ
た

の
）
12
（

だ
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
、
次
節
で
展
開
す
る
、
同
性
間
実
情
歌
が
消
え
て
い
っ

た
事
情
と
同
じ
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
僧
侶
の
異
性
間
実



�

僧
侶
の
恋
歌
（
2
）　

勅
撰
集
編
（
中
）　　
　

前
田
雅
之

情
歌
も
『
新
古
今
集
』
以
降
の
勅
撰
集
で
は
勅
撰
集
入
集
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
判
断
さ
れ
、
そ
れ
が
定
着
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、『
後
拾
遺
集
』・『
詞
花
集
』
に
入
集
し
た
道
命
の
実
情
歌
は
、
以

下
論
ず
る
同
性
間
実
情
歌
と
並
ん
で
、
あ
る
種
の
突
然
変
異
、
別
の
言
い
方
を
す
れ

ば
、
院
政
期
に
お
け
る
、
通
常
、
中
世
和
歌
の
始
発
と
さ
れ
る
、
和
歌
革
新
運
動
の

一
環
あ
る
い
は
徒
花
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
意
味
で
、

白
河
院
政
期
か
ら
鳥
羽
院
政
期
に
至
る
初
期
院
政
時
代
は
何
で
も
あ
り
の
い
い
時
代

だ
っ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
、
同
性
間
実
情
歌
の
表
現
分
析

　

そ
こ
で
、（
Ｂ
）
同
性
間
の
実
情
歌
に
移
る
。
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
男

色
（
稚
児
へ
の
愛
）
を
主
題
と
し
た
恋
歌
は
、
勅
撰
集
の
歴
史
で
は
、『
拾
遺
集
』

に
続
い
て
、『
後
拾
遺
集
』・『
金
葉
集
』・『
詞
花
集
』・『
千
載
集
』
の
計
八
首
（
但

し
、
行
尊
詠
は
稚
児
に
代
わ
っ
て
の
詠
歌
）
し
か
入
集
し
て
い
な
）
13
（
い
。
そ
こ
か
ら
、

ほ
と
ん
ど
は
成
就
し
な
い
も
の
ば
か
り
と
は
い
え
（
成
就
し
な
い
か
ら
こ
そ
恋
の
主

題
は
逆
説
的
に
成
立
す
る
の
だ
が
）、
恋
と
は
、
異
性
間
の
も
の
と
い
う
認
識
が
ま

ず
あ
っ
て
、
そ
れ
が
『
拾
遺
集
』
〜
『
千
載
集
』
の
過
程
で
一
瞬
揺
ら
い
だ
け
れ
ど

も
、
結
局
は
ま
た
元
の
正
し
い
姿
に
戻
る
と
い
う
経
路
が
見
え
て
く
る
。

　
「
正
し
い
姿
」
に
復
帰
し
た
動
因
を
作
り
出
し
た
も
の
と
し
て
は
、
第
一
に
、「
題

詠
」
の
定
着
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
題
詠
に
伴
い
僧
侶
な
る
属
性
の
無
化
が
ま
す

ま
す
徹
底
し
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
僧
侶
の
実
情
と
結
び
つ
い

た
男
色
が
題
詠
に
よ
っ
て
結
果
的
に
排
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

題
詠
は
、
詠
み
手
の
属
性
を
超
え
て
詠
み
手
に
自
由
を
与
え
る
と
、
前
稿
に
も
記

し
た
が
、
こ
の
自
由
は
、
他
方
で
、
恋
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
っ
た
『
堀
河

百
首
』
な
ど
に
典
型
的
な
タ
イ
ポ
ロ
ジ
カ
ル
に
分
類
さ
れ
た
題
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ

た
、
言
語
矛
盾
的
な
言
い
方
を
敢
え
て
す
れ
ば
、
不
自
由
な
自
由
で
あ
る
。
加
え
て
、

使
わ
れ
る
歌
こ
と
ば
も
題
に
よ
っ
て
概
ね
決
ま
っ
て
く
る
。
題
を
詠
む
に
際
し
て
、

大
胆
に
自
由
さ
、
た
と
え
ば
、
題
の
字
を
詠
ま
な
い
な
ど
を
実
行
し
得
た
の
は
、
俊

頼
や
定
家
と
い
っ
た
ご
く
一
部
の
達
人
に
過
ぎ
な
い
。
大
半
の
歌
人
は
、
題
を
前
に

し
て
題
に
ふ
さ
わ
し
い
類
型
的
な
語
句
と
先
行
歌
（
本
歌
も
含
む
）
を
見
出
し
、
そ

れ
ら
を
見
て
、
辛
吟
、
言
い
換
え
れ
ば
、
瀬
踏
み
し
な
が
ら
、
言
葉
を
選
び
、
周
囲

か
ら
浮
か
な
い
和
歌
を
詠
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
う
言
っ
て
お
き
た
い
。

題
詠
に
よ
っ
て
、
予
め
定
め
ら
れ
た
範
疇
（
題
・
表
現
等
）
に
拘
束
さ
れ
た
詠
み
手

の
自
由
さ
が
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
醍
醐
寺
で
編
ま
れ
た
私
撰
集
『
続
門

葉
集
』（
嘉
元
三
年
・
一
三
〇
五
）
に
は
男
色
の
実
情
歌
が
あ
る
よ
う
に
、
男
色
歌

は
そ
の
後
も
詠
ま
れ
続
け
て
い
た
だ
ろ
う
。
簡
単
に
言
え
ば
、
詠
ま
れ
て
は
い
た
が
、

勅
撰
集
に
は
採
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

　

男
色
歌
が
勅
撰
集
か
ら
排
除
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
動
因
は
、
勅
撰
集
の
編
纂
に
お

い
て
、
僧
侶
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
恋
は
、
女
色
で
あ
れ
、
男
色
で
あ
れ
、
実
情
で
あ

る
か
ぎ
り
載
せ
な
い
と
い
う
忌
避
意
識
が
確
立
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
後
鳥
羽
院
に
よ
っ
て
『
古
今
集
』
の
新
た
な
復

古
が
目
指
さ
れ
た
『
新
古
今
集
』
の
時
点
で
確
立
し
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か

（
僧
侶
の
異
性
間
実
情
歌
は
『
千
載
集
』
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
）。

　

そ
こ
で
、『
後
拾
遺
集
』
〜
『
詞
花
集
』
ま
で
の
男
色
歌
六
首
の
検
討
を
行
い
た

い
。
六
首
（
律
師
慶
意　

後
拾
遺
733
、
僧
都
遍
救　

後
拾
遺
741
、
永
縁　

金
葉
453
、

最
厳　

詞
花
253
、
仁
祐　

詞
花
259
、
行
尊　

詞
花
260
）
は
い
ず
れ
も
逢
い
た
い
「
わ

ら
は
（
＝
稚
児
）」
に
逢
い
た
く
て
逢
え
な
い
と
い
う
状
況
が
詠
ま
れ
て
い
る
実
情

歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
六
人
の
僧
侶
の
共
通
性
を
記
し
て
お
く
と
、
全
員
が
僧
綱
、

即
ち
、
顕
密
僧
（
＝
高
僧
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
土
谷
恵
の
詳
細
な
分
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析
が
あ
る
よ
う
）
14
（
に
、
上
〜
下
級
貴
族
・
官
人
層
の
子
孫
で
あ
る
稚
児
と
呼
ば
れ
る
童

に
は
高
僧
の
性
愛
の
対
象
と
な
る
も
の
が
い
た
。
六
首
も
こ
う
し
た
対
象
を
前
提
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。
は
じ
め
は
慶
意
詠
で
あ

る
。

た
の
め
け
る
わ
ら
は
の
ひ
さ
し
う
み
え
は
べ
ら
げ
り
け
れ
ば
よ
み
は
べ
り

け
る

た
の
め
し
を
ま
つ
に
ひ
ご
ろ
の
す
ぎ
ぬ
れ
ば
た
ま
の
を
よ
わ
み
た
え
ぬ
べ
き
か
な

　

こ
の
歌
は
「
た
の
め
し
を
ま
つ
」
↓
「
す
ぎ
」
と
「
た
ま
の
を
よ
わ
み
」
↓
「
た

え
ぬ
」
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
構
成
に
つ
い
て
、

前
者
で
は
、「
た
の
め
し
」・「
ま
つ
」・「
す
ぎ
」
と
全
部
揃
う
の
は
本
歌
し
か
な
い

が
、「
た
の
め
し
を
ま
つ
」
で
は
、『
新
古
今
集
』・
羇
旅
（
909
）
に
採
ら
れ
た
菅
原

輔
昭
のま

だ
し
ら
ぬ
古
郷
人
は
け
ふ
ま
で
に
こ
む
と
た
の
め
し
我
を
待
つ
ら
む

『
伊
勢
集
』（
154
）
に
は

ま
つ
か
け
て
た
の
め
し
人
も
な
け
れ
ど
も
な
み
の
こ
ゆ
る
は
な
ほ
ぞ
か
な
し
き

『
赤
染
衛
門
集
』（
54
）
に
は

偽
に
き
の
ふ
た
の
め
し
け
ふ
の
日
を
暮
れ
な
ば
あ
す
を
ま
た
や
待
つ
べ
き

『
下
野
集
』（
164
）
に
は

ち
と
せ
と
や
た
の
め
し
人
の
ち
ぎ
り
け
む
ま
つ
は
げ
に
こ
そ
ひ
さ
し
か
り
け
れ

と
あ
る
よ
う
に
、
摂
関
期
の
恋
歌
に
お
い
て
、「
た
の
め
し
」
↓
「
ま
つ
」
は
決
ま

っ
た
組
合
せ
と
な
っ
て
お
り
、
恋
の
行
方
も
他
の
恋
歌
同
様
に
、
芳
し
く
な
い
こ
と

は
慶
意
詠
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、「
た
ま
の
を
よ
わ
み
」
を
見
た
い
。
こ
の
表
現
は
夙
に
『
万
葉
集
』
に

あ
り
、（
二
例
、「
か
た
い
と
も
ち　

ぬ
き
た
る
た
ま
の　

を
を
よ
わ
み　

み
だ
れ
や

し
な
む　

ひ
と
の
し
る
べ
く
」（
2801
）、「
た
ま
の
を
を　

か
た
を
に
よ
り
て　

を
を

よ
わ
み　

み
だ
る
る
と
き
に　

こ
ひ
ず
あ
ら
め
や
も
」（
3095
））、
2801
番
歌
は
『
古
今

和
歌
六
帖
』（
3188
）
に
源
融
詠
と
し
て
採
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
影
響
の
下
に
生
ま
れ

た
の
が
、
独
り
寝
の
苦
し
み
を
詠
ん
だ
『
好
忠
集
』（
303
）
の

み
だ
れ
つ
つ
た
え
な
ば
か
な
し
冬
の
よ
を
わ
が
ひ
と
り
ぬ
る
た
ま
の
を
よ
わ
み

と
、「
露
」
と
い
う
題
で
詠
ま
れ
た
『
清
輔
集
』（
121
）
の

た
つ
た
ひ
め
か
ざ
し
の
玉
の
を
を
よ
わ
み
み
だ
れ
に
け
り
と
み
ゆ
る
白
露

で
あ
）
15
（

る
。
い
ず
れ
も
「
た
ま
の
を
よ
わ
み
」
と
「
み
だ
れ
」
の
組
合
せ
を
持
っ
て
い

る
。
そ
こ
へ
、
慶
意
詠
を
絡
め
る
と
、「
た
ま
の
を
よ
わ
み
」
を
用
い
な
が
ら
も
、

「
み
だ
れ
」
は
用
い
て
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
選
ば
れ
た
の
が
「
た
え
ぬ
」
で
あ
る
。

「
た
え
」
は
既
に
好
忠
詠
に
も
あ
り
、
こ
れ
が
大
き
く
響
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る



��

僧
侶
の
恋
歌
（
2
）　

勅
撰
集
編
（
中
）　　
　

前
田
雅
之

が
、
直
接
的
に
は
、『
後
撰
集
』
恋
二
（
646
）
の
貫
之
詠

　
　

年
ひ
さ
し
く
か
よ
は
し
侍
り
け
る
人
に
つ
か
は
し
け
る 

つ
ら
ゆ
き

た
ま
の
を
の
た
え
て
み
じ
か
き
い
の
ち
も
て
年
月
な
が
き
こ
ひ
も
す
る
か
な

が
両
者
を
繫
ぐ
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
「
た
ま
の
を
」
が
「
た
え

（
絶
え
）」
が
「
み
だ
れ
」
を
伴
わ
ず
に
連
結
さ
れ
る
と
い
う
語
構
成
が
得
ら
れ
た
と

言
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
て
み
る
と
、
慶
意
は
こ
れ
ま
で
存
在
し
た
二
系
列
の
歌
こ
と
ば
（
語
構
成
）
を

組
み
合
わ
せ
て
、
か
の
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
提
に
は
、
貫
之

詠
の
「
詞
書
」
と
共
通
す
る
状
況
が
お
の
が
身
に
も
あ
り
、
そ
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し

い
和
歌
は
何
か
と
い
う
連
想
を
伴
う
思
考
が
働
き
、
上
記
の
組
合
せ
に
結
実
し
た
の

だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
こ
の
歌
が
『
後
拾
遺
集
』
に
入
集
し
た
の
は
、
和
歌
と
し
て
問

題
が
な
く
、
秀
歌
だ
っ
た
こ
と
が
当
た
り
前
な
が
ら
諒
解
さ
れ
る
。
題
材
の
特
異
性

は
、『
後
拾
遺
集
』
に
あ
っ
て
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

続
い
て
、
遍
救
詠
と
永
縁
詠
に
移
ろ
う
。
遍
救
詠
は

お
も
ひ
け
る
わ
ら
は
の
三
井
寺
に
ま
か
り
て
ひ
さ
し
く
お
と
も
し
は
べ
ら

ざ
り
け
れ
ば
よ
み
侍
け
る

あ
ふ
さ
か
の
せ
き
の
し
み
づ
や
に
ご
る
ら
ん
い
り
に
し
ひ
と
の
か
げ
の
み
え
ぬ
は

と
あ
る
よ
う
に
、
愛
し
て
い
た
稚
児
が
三
井
寺
に
出
か
け
て
何
の
連
絡
も
し
な
い
こ

と
を
心
配
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
遍
救
は
、『
僧
歴
綜
覧
』
に
長
保
三
年
（
一
〇

〇
一
）
に
「
明
豪
僧
正
の
奏
に
依
り
惣
持
寺
最
初
阿
闍
梨
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、

天
台
で
も
山
門
（
延
暦
寺
）
の
僧
で
あ
る
。
稚
児
が
三
井
寺
に
行
く
と
い
う
こ
と
か

ら
、
常
に
対
立
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
山
門
と
寺
門
の
相
互
交
流
が
窺
え
る

話
で
も
あ
る
）
16
（

が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
遍
救
詠
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
あ
ふ
さ
か
の
せ

き
の
し
み
づ
」
で
あ
り
、
こ
の
句
と
な
れ
ば
、
当
然
の
ご
と
く
『
拾
遺
集
』・
秋

（『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
も
）
の
貫
之
詠
（
170
）

　
　

延
喜
御
時
月
次
御
屛
風
に

あ
ふ
さ
か
の
関
の
し
水
に
影
見
え
て
今
や
ひ
く
ら
ん
も
ち
月
の
こ
ま

が
想
起
さ
れ
、「
か
げ
の
み
え
ぬ
」
も
「
影
見
え
て
」
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

貫
之
詠
を
遍
救
詠
の
本
歌
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
加
え
て
、「
い
り
に
し
人
」
に
つ

い
て
も
、『
古
今
集
』・
冬
の
壬
生
忠
岑
詠
（
327
）

み
よ
し
の
の
山
の
白
雪
ふ
み
わ
け
て
入
り
に
し
人
の
お
と
づ
れ
も
せ
ぬ

が
響
い
て
い
る
だ
ろ
う
。「
お
と
づ
れ
も
せ
ぬ
」
を
貫
之
詠
に
よ
っ
て
「
か
げ
の
見

え
ぬ
は
」
に
変
換
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
永
縁
詠
に
つ
く
。「
多
聞
と
い
へ
る
わ
ら
は
を
よ
び
に
つ
か
は
し
け
る

に
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
月
の
あ
か
か
り
け
る
よ
、
よ
め
る
」
と
あ
る
詞
書
か
ら
、
や

は
り
、
慶
意
・
遍
救
と
同
様
に
、
逢
い
た
い
の
に
逢
え
な
い
稚
児
へ
の
籠
め
た
恋
歌

で
あ
るま

つ
人
の
お
ほ
ぞ
ら
わ
た
る
月
な
ら
ば
ぬ
る
る
た
も
と
に
か
げ
は
見
て
ま
）
17
（
し

新
大
系
本
（『
金
葉
和
歌
集　

詞
花
和
歌
集
』
川
村
晃
生
・
柏
木
由
夫
校
注
）
は
、
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『
古
今
和
歌
六
帖
』（
306
）
の
源
重
之
詠
（『
重
之
集
』
265
に
も
再
収
）

ま
つ
人
の
影
は
見
え
ず
て
秋
の
よ
の
月
の
光
ぞ
袖
に
い
り
け
る

を
参
考
歌
と
し
て
あ
げ
る
が
、「
月
の
光
ぞ
袖
に
い
」
る
状
態
は
、
涙
で
袖
に
月
の

光
が
写
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
永
縁
詠
で
い
う
、「
月
な
ら
ば
ぬ

る
る
た
も
と
に
か
げ
は
見
」
る
だ
ろ
う
に
、
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
永
縁
が
「
月
の

あ
か
か
り
け
る
よ
」
と
詞
書
を
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
重
之
詠
を
参
考
に
し
た
こ
と

は
ま
ず
間
違
い
な
い
。

　

と
す
れ
ば
、「
お
ほ
ぞ
ら
わ
た
る
」
な
る
表
現
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
表

現
を
も
つ
最
も
著
名
な
歌
は
、『
大
和
物
語
』
四
八
段
、『
寛
平
御
集
』（
9
）、『
新

古
今
集
』
恋
一
（
1019
）
に
採
ら
れ
た
宇
多
天
皇
の

お
ほ
ぞ
ら
を
わ
た
る
春
日
の
か
げ
な
れ
や
よ
そ
に
の
み
し
て
の
ど
け
か
る
ら
む

 

（『
寛
平
御
集
』
た
だ
し
、
異
文
は
な
い
）　

だ
ろ
う
。
但
し
、
宇
多
詠
で
は
、「
お
ほ
ぞ
ら
を
わ
た
」
っ
て
い
る
の
は
「
春
日
」

で
あ
り
、
月
で
は
な
い
。
こ
れ
を
永
縁
は
、
重
之
詠
を
押
さ
え
つ
つ
「
月
」
に
変
換

し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
似
た
趣
向
を
持
つ
歌
と
し
て
は
、『
伏
見
院
集
』（
1687
）
の

　
　
　
　
　

恋

お
ほ
ぞ
ら
を
わ
た
る
や
月
の
よ
そ
に
し
て
は
る
け
き
人
と
み
で
や
す
ぐ
べ
き

が
あ
る
。
伏
見
院
が
「
月
」
と
変
え
た
の
に
、
永
縁
詠
が
絡
ん
で
い
る
可
能
性
は
あ

る
。

　

最
後
に
、『
詞
花
集
』
入
集
の
三
首
を
見
て
お
こ
う
。
い
ず
れ
も
、
こ
れ
ま
で
と

同
じ
く
、
稚
児
が
訪
ね
て
こ
な
い
こ
と
を
嘆
く
も
の
で
あ
る
が
、
違
い
も
あ
る
。
訪

ね
て
こ
な
い
の
で
は
な
く
、
別
の
僧
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
い
た
仁
祐
詠
に

は
、
別
の
僧
で
あ
る
行
尊
が
稚
児
の
代
詠
を
す
る
と
い
う
形
で
贈
答
歌
に
な
っ
て
い

る
こ
と
だ
。
と
ま
れ
、
男
色
歌
の
基
本
は
訪
ね
て
こ
な
い
こ
と
（
気
移
り
も
含
む
）

を
嘆
く
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
よ
う
だ
。

　

最
厳
詠
か
ら
見
る
。

み
か
り
の
の
し
ば
し
の
こ
ひ
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
そ
り
は
て
ぬ
る
か
や
か
た
を

の
た
）
18
（

か

新
大
系
本
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
は
、「
み
か
り
の
（
御
狩
野
）」・「
し

ば
」・「
そ
り
は
て
」・「
や
か
た
を
の
た
か
（
矢
形
尾
の
鷹
）」
が
縁
語
を
な
し
、
鷹

狩
の
イ
メ
ー
ジ
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
る
。『
為
忠
家
後
度
百
首
』（
保
延
元
年
・
一

一
三
五
年
頃
）
に
は
「
寄
鷹
恋
」
な
る
題
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
「
や
か

た
を
の
た
か
」
が
二
首
用
い
ら
れ
て
い
る
。

 

藤
原
親
隆　
　
（
648
）　

と
や
か
へ
る
し
ら
ふ
の
た
か
の
や
か
た
を
の
や
が
て
こ
ひ
に
も
か
か
り
ぬ
る
か
な

 

源
頼
政　
　
（
654
）　

し
ば
し
か
と
お
も
ひ
し
ほ
ど
に
や
か
た
を
の
た
か
と
そ
り
ぬ
る
ひ
と
ぞ
こ
ひ
し
き

が
そ
れ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
頼
政
詠
は
「
し
ば
し
」「
そ
り
」
も
あ
る
の
で
、
最
厳

詠
と
近
似
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、「
や
か
た
を
の
た
か
」
と
い
う
『
万
葉
集
』
以



��

僧
侶
の
恋
歌
（
2
）　

勅
撰
集
編
（
中
）　　
　

前
田
雅
之

来
の
言
葉
を
復
活
さ
せ
た
の
は
、『
堀
河
百
首
』（
長
治
二
・
三
年
・
一
一
〇
五
、
六

頃
）
で
あ
る
。「
鷹
狩
」
と
題
さ
れ
て
、
以
下
の
三
首
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

 

藤
原
仲
実　
　
（
1063
）　

や
か
た
尾
の
ま
し
ろ
の
鷹
を
引
き
す
ゑ
て
う
だ
の
と
だ
ち
を
狩
り
く
ら
し
つ
る

 

源
顕
仲　
　
（
1066
）　

や
か
た
を
の
し
ら
ふ
の
た
か
を
引
き
す
ゑ
て
と
だ
ち
の
原
を
狩
り
く
ら
し
つ
る

 

藤
原
基
俊　
　
（
1067
）　

や
か
た
尾
の
鷹
手
に
す
ゑ
て
朝
た
て
ば
か
た
の
の
原
に
き
ぎ
す
な
く
な
り

『
堀
河
百
首
』
の
「
鷹
狩
」
は
交
野
・
冬
・
鷹
狩
の
イ
メ
ー
ジ
作
り
で
も
貢
献
し
た

が
、
ま
だ
鷹
と
恋
を
結
び
つ
け
て
は
い
な
い
。
む
ろ
ん
、「
鷹
狩
」
題
か
ら
恋
の
歌

は
詠
め
な
い
か
ら
だ
が
、
だ
と
す
れ
ば
、『
為
忠
家
後
度
百
首
』
の
「
寄
鷹
恋
」
題

が
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
厳
詠
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

最
厳
詠
は
同
性
間
の
実
情
歌
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
『
為
忠
家
後
度
百
首
』
と
同
時
代

に
生
き
た
彼
（『
僧
歴
綜
覧
』
に
よ
れ
ば
、
保
延
元
〈
一
一
三
五
〉
年
に
法
橋
に
な

っ
て
い
る
）
に
と
っ
て
は
、
こ
の
手
の
表
現
が
実
情
歌
を
詠
む
際
に
は
、
身
近
に
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
極
め
て
現
代
風
の
歌
な
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
別
の
僧
に
走
っ
た
稚
児
の
代
わ
り
に
、
そ
の
僧
が
返
歌
を
す
る
と
い
う

意
味
で
奇
妙
な
贈
答
歌
に
な
っ
て
い
る
、
仁
祐
詠
と
行
尊
詠
を
見
て
お
き
た
）
19
（

い
。

「
い
と
ほ
し
く
侍
り
つ
る
わ
ら
は
の
、
大
僧
正
行
尊
が
も
と
へ
ま
か
り
に
け
れ
ば
い

ひ
つ
か
は
し
け
る
」
と
い
う
詞
書
を
も
つ
仁
祐
詠

う
ぐ
ひ
す
は
こ
づ
た
ふ
は
な
の
え
だ
に
て
も
た
に
の
ふ
る
す
を
お
も
ひ
わ
す
る
な

に
対
し
て
、「
わ
ら
は
に
か
は
り
て
」
行
尊
は

う
ぐ
ひ
す
は
花
の
み
や
こ
も
た
び
な
れ
ば
た
に
の
ふ
る
す
を
わ
す
れ
や
は
す
る

と
返
し
た
。
こ
の
問
答
で
最
初
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、『
源

氏
物
語
』「
初
音
」
巻
と
明
石
の
君
と
姫
君
（
後
の
明
石
の
中
宮
）
と
の
間
で
行
わ

れ
た
歌
の
贈
答
（
三
首
、
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』）
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 

明
石
の
君　
　
（
354
）　

年
月
を
ま
つ
に
ひ
か
れ
て
経
る
人
に
け
ふ
う
ぐ
ひ
す
の
初
音
き
か
せ
よ

 

明
石
中
宮　
　
（
355
）　

ひ
き
わ
か
れ
年
は
経
れ
ど
も
鶯
の
巣
だ
ち
し
松
の
根
を
わ
す
れ
め
や

 

明
石
の
君　
　
（
356
）　

め
づ
ら
し
や
花
の
ね
ぐ
ら
に
木
づ
た
ひ
て
谷
の
ふ
る
巣
を
と
へ
る
う
ぐ
ひ
す

母
で
あ
る
明
石
の
君
が
娘
（
後
の
明
石
中
宮
）
に
会
い
た
い
気
持
ち
を
切
実
に
詠
む

（
354
）
こ
と
に
答
え
て
、
娘
も
答
え
（
355
）、
さ
ら
に
母
が
再
度
返
歌
を
す
る
（
物
語

で
は
、
訪
ね
た
光
源
氏
が
文
を
見
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
）
の
だ
が
、「
わ

す
れ
」「
こ
づ
た
ひ
」「
谷
に
ふ
る
巣
」
が
共
通
す
る
こ
と
に
加
え
て
、「
う
ぐ
ひ

す
」・「
谷
の
古
巣
」
を
も
つ
最
古
例
は
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
お
そ
ら
く
『
源
氏
物

語
』
の
明
石
の
君
詠
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
の
が
、
仁
祐
・
行
尊
詠
で
あ
る
こ
と
を
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考
慮
す
れ
）
20
（
ば
、
仁
祐
詠
（
お
よ
び
行
尊
詠
と
の
贈
答
）
が
『
源
氏
物
語
』
を
本
歌
と

し
た
蓋
然
性
は
高
い
。
思
う
に
、
仁
祐
は
、
自
分
の
も
と
か
ら
離
れ
て
、
行
尊
に
走

っ
た
稚
児
の
思
い
を
詠
む
の
に
際
し
て
、
自
ら
を
明
石
の
君
お
よ
び
明
石
の
君

（「
こ
づ
た
ふ
」「
谷
の
古
巣
」「
わ
す
れ
」）
に
準
え
た
の
だ
ろ
う
。

　

興
味
深
い
こ
と
は
、
仁
祐
を
捨
て
て
行
尊
の
も
と
に
走
っ
た
稚
児
に
代
わ
っ
て
行

尊
が
詠
ん
だ
歌
は
、「
わ
す
れ
や
は
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
忘
れ
め
や
」
の

明
石
の
中
宮
と
同
様
の
、
忘
れ
な
い
と
す
る
歌
意
で
あ
る
こ
と
だ
。
む
ろ
ん
、
む
げ

な
断
り
方
を
し
な
い
和
歌
の
伝
統
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
仁
祐
に
対
す
る
行
尊
の

配
慮
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
実
行
し
た
の
が
、
稚
児
で
は
な
く
、
他
な
ら
ぬ
、
稚
児

を
あ
る
意
味
で
奪
っ
た
行
尊
な
の
で
あ
る
。
こ
の
返
歌
を
受
け
と
っ
た
仁
祐
が
ど
の

よ
う
に
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
物
語
の
連
想
で
、
女
に
代
わ

っ
て
男
が
言
い
寄
る
敏
行
を
さ
ら
に
そ
の
気
に
さ
せ
る
歌
を
詠
ん
だ
『
伊
勢
物
語
』

百
七
段
の
読
後
感
の
よ
う
な
も
の
を
抱
い
た
の
か
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、『
源
氏
物
語
』
の
引
き
裂
か
れ
た
母
娘
関
係
を
引
き
裂
か
れ

た
僧
・
稚
児
関
係
に
転
移
さ
せ
る
な
ど
、
男
色
歌
に
お
い
て
特
異
の
語
句
や
表
現
な

ど
は
窺
え
ず
、
利
用
で
き
る
物
が
あ
れ
ば
、
な
ん
で
も
用
い
て
、
詠
者
名
を
隠
し
て

し
ま
う
と
、
ま
っ
た
く
通
常
の
恋
歌
と
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
和

歌
と
は
、
詠
者
と
い
う
個
人
名
が
深
く
刻
印
さ
れ
な
が
ら
、
表
現
は
一
定
の
イ
メ
ー

ジ
の
中
に
回
収
さ
れ
て
、
個
人
名
を
消
し
去
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
よ
う
な
力
を
も
っ

て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

以
上
、
同
性
間
の
恋
を
詠
ん
だ
六
首
を
検
討
し
て
き
た
。
い
ず
れ
も
一
般
的
な
恋

歌
と
変
わ
ら
な
い
、
ま
っ
た
く
同
様
な
表
現
を
持
つ
恋
歌
で
あ
る
こ
と
が
諒
解
さ
れ

た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
再
度
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
男
色
歌
が
勅
撰
集
か
ら
排
除

さ
れ
た
の
は
、
和
歌
の
表
現
が
理
由
で
は
あ
り
え
な
い
。
僧
侶
に
よ
る
男
色
歌
そ
れ

自
体
が
排
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
以
外
の
理
由
は
な
い
だ
ろ
う
。

五
、
題
詠
歌
の
表
現
分
析

　

中
世
和
歌
の
本
領
は
（
Ｃ
）
題
詠
で
あ
っ
た
。
僧
侶
の
恋
歌
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な

い
が
、
こ
こ
で
は
、
宣
源
詠
は
既
に
前
稿
で
記
し
て
い
る
の
で
、
実
源
（
金
葉

403
）・
良
暹
（
金
葉
421
）
詠）21
（

の
二
首
の
分
析
を
行
う
。

　

両
詠
が
題
詠
で
あ
る
こ
と
は
「
恋
の
心
を
人
人
の
よ
み
け
る
に
よ
め
る
」（
実
源

詠
）、「
は
じ
め
た
る
恋
の
心
を
よ
め
る
」（
良
暹
詠
）
と
い
う
詞
書
か
ら
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。「
恋
の
心
」
で
あ
れ
「
は
じ
め
た
る
恋
（
初
恋
）」
で
あ
れ
、
詠
者
が
そ
の

状
態
に
あ
る
か
と
は
無
関
係
に
役
割
と
し
て
そ
の
状
態
を
演
じ
て
（
＝
詠
ん
で
）
み

せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

実
源
詠
か
ら
入
る
。

い
の
ち
を
し
か
け
て
契
り
し
な
か
な
れ
ば
た
ゆ
る
は
し
ぬ
る
心
ち
こ
そ
す
れ

新
大
系
本
が
「
命
が
け
の
恋
を
、
そ
の
ま
ま
に
直
叙
し
た
趣
き
。
無
技
巧
で
率
直
な

真
実
味
が
あ
る
」
と
す
る
よ
う
に
、「
た
ゆ
る
は
し
ぬ
る
心
ち
」
な
ど
の
表
現
が
そ

れ
に
当
た
る
の
だ
ろ
う
（
こ
れ
は
実
源
詠
以
外
に
用
例
を
見
な
い
）。
し
か
し
、
こ

れ
は
あ
く
ま
で
題
詠
で
あ
り
、「
恋
の
心
」
を
実
源
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
直
叙

し
た
の
で
あ
る
。
と
共
に
、
先
行
す
る
歌
人
の
例
を
み
て
お
く
と
、『
赤
染
衛
門
集
』

（
464
）
に
は
「
か
た
ら
ひ
し
人
の
、
ひ
さ
し
く
お
と
せ
ざ
り
し
に
」
と
い
う
詞
書
を

も
つ

心
に
も
あ
ら
ず
う
き
身
の
い
の
ち
か
な
た
え
な
ば
た
ゆ
る
ほ
ど
を
み
ま
し
や
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僧
侶
の
恋
歌
（
2
）　

勅
撰
集
編
（
中
）　　
　

前
田
雅
之

が
あ
る
。
つ
ら
い
身
の
命
だ
か
ら
、
い
っ
そ
の
こ
と
絶
え
る
な
ら
絶
え
る
ほ
ど
を
見

て
み
た
い
も
の
な
の
に
、
と
訪
ね
て
来
な
い
男
を
恨
む
歌
意
で
あ
る
が
、
恋
が
成
就

し
な
い
場
合
、
も
し
く
は
相
手
が
不
実
な
場
合
は
、
命
が
絶
え
る
と
い
う
詠
み
方
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
源
の
場
合
は
、
絶
え
る
の
は
、

「
契
り
し
な
か
」
で
あ
り
、「
な
か
」
が
絶
え
る
の
は
死
ぬ
心
地
が
す
る
と
い
う
と
こ

ろ
に
工
夫
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
「
な
か
」
が
絶
え
る
と
す
る
歌
で
は
、『
千
載
集
』
に
採
ら
れ
た
大
弐
三
位
詠

（
910
）
が
あ
る
。
こ
れ
も
「
か
た
ら
ひ
け
る
人
の
ひ
さ
し
く
お
と
づ
れ
ざ
り
け
れ
ば
、

つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
詠
ま
れ
る
場
は
赤
染
衛
門
詠
と
同
じ
設
定
で
あ

る
。

う
た
が
ひ
し
命
ば
か
り
は
あ
り
な
が
ら
ち
ぎ
り
し
中
の
た
え
ぬ
べ
き
か
な

こ
ち
ら
の
方
が
、
さ
ら
に
実
源
詠
に
近
い
か
。
だ
が
、
疑
っ
て
い
る
「
命
」
だ
け
は

ま
だ
残
っ
て
い
る
点
が
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
実
源
詠
に
お
い
て
「
直

叙
」「
無
技
巧
」
と
さ
れ
る
の
は
、「
た
ゆ
る
は
し
ぬ
る
」
と
い
う
こ
こ
に
し
か
な
い

表
現
を
用
い
た
箇
所
く
ら
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
外
は
、「
い
の
ち
」

「
な
か
」「
た
え
（
た
ゆ
る
）」
と
い
っ
た
語
彙
を
用
い
て
、
赤
染
衛
門
詠
・
大
弐
三

位
詠
の
詠
ま
れ
る
場
を
「
恋
の
心
」
の
場
と
し
て
再
現
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
だ
ろ

う
。
赤
染
衛
門
・
大
弐
三
位
詠
は
実
情
歌
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
別
段
、
実
情
と
題

詠
も
、
同
性
間
・
異
性
間
と
同
様
に
、
表
現
は
全
く
変
わ
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
両
首

が
あ
る
種
の
規
範
を
与
え
る
役
割
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
実
源
に
し
て
み
れ

ば
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
あ
た
か
も
自
分
が
恋
の
渦
中
に
あ
る
よ
う
な
「
直
叙
」

を
具
現
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
明
確
な
題
詠
で
あ
る
「
初
恋
」
を
詠
ん
だ
良
暹
詠
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

か
す
め
て
は
お
も
ふ
こ
こ
ろ
を
し
る
や
と
て
は
る
の
そ
ら
に
も
ま
か
せ
つ
る
か
な

こ
の
歌
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
か
す
め
て
は
」
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
新

大
系
本
は
、『
能
宣
集
』（
282
）「
す
く
も
び
の
け
ぶ
り
も
い
と
ど
た
つ
は
る
を
も
ゆ

る
な
げ
き
と
か
す
め
て
し
か
な
」
を
、
和
歌
文
学
大
系
『
金
葉
和
歌
集　

詞
花
和
歌

集
』（
錦
仁
校
注
）
は
、『
元
良
親
王
集
』（
128
）「
つ
げ
そ
め
し
お
も
ひ
を
そ
ら
に
か

す
め
て
も
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
な
ほ
ま
さ
る
か
な
」
を
参
考
歌
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

素
材
と
し
て
は
、「
つ
げ
そ
め
し
」「
そ
ら
」
と
あ
る
か
ら
、
元
良
親
王
詠
の
方
が
適

例
だ
ろ
う
が
、「
か
す
め
て
」
と
い
う
霞
の
動
詞
化
と
下
句
の
「
は
る
の
そ
ら
に
も

ま
か
せ
つ
る
か
な
」
と
い
う
組
合
せ
は
、「
は
る
の
そ
ら
」
に
「
霞
」
が
た
な
び
い

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
ま
か
せ
る
」
は
、
両
大
系
の
主
張
す
る
よ
う
に
「
か
す
か
に

恋
を
打
ち
明
け
た
」
の
意
味
と
な
る
。
と
ま
れ
、「
か
す
め
て
」
が
「
は
る
の
そ
ら

え
に
ま
か
せ
」
で
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
が
や
や
し
つ
こ
く
、
か
つ
、

意
味
を
読
み
取
る
の
に
曖
昧
さ
を
も
増
幅
し
て
も
い
る
が
、
一
応
、
高
度
な
技
巧
を

駆
使
し
た
歌
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
霞
と
恋
の
結
び
付
き
が
他
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
勅
撰
集
の
初
例
は
、『
後
拾
遺
集
』
恋
一
の
冒
頭
の
後
朱
雀
院
詠
（
604
）
が
そ

れ
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。

ほ
の
か
に
も
し
ら
せ
て
し
か
な
は
る
が
す
み
か
す
み
の
う
ち
に
お
も
ふ
心
を

「
ほ
の
か
に
も
し
ら
せ
て
し
か
な
」
に
歌
意
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
が
、「
ほ
の
か
に
」

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
る
の
が
「
は
る
が
す
み
か
す
み
の
う
ち
に
」
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
春
霞
と
結
び
つ
い
た
「
ほ
の
か
に
」
恋
心
（
＝
初
恋
）
を
伝
え
る
初
例
は
こ
れ
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と
い
う
わ
け
だ
。
お
そ
ら
く
俊
頼
は
、
春
・
霞
と
初
恋
と
い
う
和
歌
の
表
現
に
加
え

て
、
後
朱
雀
院
詠
を
受
け
て
、
良
暹
詠
を
恋
下
の
冒
頭
に
置
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
良
暹
詠
の
技
巧
の
高
さ
を
保
証
し
て
い
る
「
そ
ら
に
ま
か
せ
」
と
い
う

表
現
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
む
ろ
ん
、
こ
の
表
現
も
良
暹
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な

い
。『
新
古
今
集
』
秋
上
（
325
）
に
入
集
し
た
斎
宮
女
御
（
徽
子
女
王
）
詠

わ
く
ら
ば
に
天
の
河
な
み
よ
る
な
が
ら
あ
く
る
そ
ら
に
は
ま
か
せ
ず
も
が
な

を
先
行
歌
と
し
て
ま
ず
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
斎
宮
女
御
詠
で
は
、
七
夕
の

夜
が
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
明
け
ゆ
く
「
そ
ら
に
は
ま
か
せ
」
な
い
よ
う
に
し
た
い
と

な
っ
て
い
る
が
、
七
夕
詠
で
夜
の
永
続
を
願
う
の
は
、
や
や
後
代
に
な
る
け
れ
ど
も
、

『
続
後
撰
集
』
雑
（
1059
）
に
入
集
し
た
平
（
北
条
）
泰
時
詠
（「
七
夕
の
朝
」）

あ
け
ぬ
と
も
あ
ま
の
か
は
霧
た
ち
こ
め
て
な
ほ
夜
を
の
こ
せ
ほ
し
あ
ひ
の
そ
ら

が
あ
る
。
夜
の
短
さ
を
嘆
く
例
は
、『
千
載
集
』
秋
上
（
239
）
の
源
俊
頼
詠
「
七
夕

の
あ
ま
の
か
は
ら
の
い
は
ま
く
ら
か
は
し
も
は
て
ず
あ
け
ぬ
こ
の
夜
は
」
他
、
枚
挙

に
遑
は
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
良
暹
は
、
斎
宮
女
御
詠
の
季
節
を
春
に
、
夜
が
明
け

る
「
あ
く
る
そ
ら
」
を
霞
に
ち
な
ん
だ
「
春
の
空
」
に
変
換
し
て
、
恋
の
歌
と
し
た

の
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

や
や
表
現
分
析
に
傾
き
す
ぎ
た
き
ら
い
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、『
後
拾
遺
集
』
か

ら
『
詞
花
集
』
ま
で
、「
僧
侶
の
恋
歌
」
を
異
性
間
実
情
・
同
性
間
実
情
・
題
詠
の

三
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
て
分
析
し
て
き
た
。
結
論
は
、
い
ず
れ
の
パ
タ
ー
ン
も
同
様

で
あ
っ
た
。
即
ち
、
僧
侶
独
自
の
表
現
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
言
う
事
実
で
あ

る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
ご
く
当
た
り
前
な
こ
と
だ
ろ
う
。
表
現
分
析
を
通
し

て
見
え
て
く
る
の
は
、
僧
侶
が
和
歌
を
詠
み
、
あ
ま
つ
さ
え
、
恋
歌
ま
で
詠
み
出
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
和
歌
が
作
り
あ
げ
る
、
私
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
「
古
典
的
公
共

圏
」
に
参
画
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
和
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
用

い
て
、
和
歌
を
知
る
相
手
（
個
人
〜
歌
会
、
歌
合
等
）
に
向
か
っ
て
詠
む
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
に
も
な
ら
な
い
し
、

「
古
典
的
公
共
圏
」
に
参
画
し
た
こ
と
に
も
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

和
歌
と
い
う
韻
文
形
式
を
選
択
し
た
時
点
（
当
時
に
他
の
手
段
は
漢
詩
以
外
な
か
っ

た
ろ
う
が
）
で
、
僧
侶
は
和
歌
的
世
界
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
し
か
な
い
の
で
あ

る
。
逆
に
取
り
込
ま
れ
な
い
限
り
、
い
い
歌
も
詠
め
な
い
の
だ
。

　

だ
か
ら
、
僧
侶
が
異
性
間
・
同
性
間
・
題
詠
と
い
う
異
な
っ
た
場
に
お
い
て
、
実

情
か
役
割
か
と
い
っ
た
動
機
や
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
違
い
を
前
提
に
し
て
恋
歌
を
詠
ん
で

も
、
皆
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
し
く
和
歌
の
力
で
あ

っ
た
。
実
情
か
、
題
詠
か
、
同
性
間
か
異
性
間
か
、
こ
れ
ら
の
差
異
や
、
詠
者
の
属

性
を
一
切
超
え
て
し
ま
う
言
語
宇
宙
、
言
語
空
間
こ
そ
和
歌
の
和
歌
た
る
所
以
で
は

な
か
っ
た
か
。

　

だ
が
、
こ
と
、
勅
撰
集
に
限
っ
て
言
え
ば
、
僧
侶
の
詠
む
異
性
間
の
実
情
歌
は

『
拾
遺
集
』
か
ら
『
詞
花
集
』
ま
で
に
、
同
性
間
の
実
情
歌
は
『
拾
遺
集
』
か
ら

『
千
載
集
』
ま
で
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
僧
侶
の
恋
歌
は
、
す
べ
て
題
詠
に
限

定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、「
古
典
的
公
共
圏
」
と
い
う
大
き
な
枠
組
か

ら
見
れ
ば
、
題
詠
こ
そ
「
古
典
的
公
共
圏
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
個
人
名
を
も

っ
た
歌
人
が
題
に
即
し
て
和
歌
を
詠
む
。
場
合
に
よ
っ
て
は
共
同
で
詠
む
。
そ
こ
に

は
、
院
・
天
皇
・
貴
族
・
女
房
に
加
え
て
、
僧
侶
も
入
っ
て
く
る
。
鎌
倉
以
降
（
厳



��

僧
侶
の
恋
歌
（
2
）　

勅
撰
集
編
（
中
）　　
　

前
田
雅
之

密
に
は
室
町
以
降
に
は
）
武
家
も
参
画
し
て
く
る
。
こ
う
し
て
場
が
和
歌
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
場
合
、
和
歌
の
高
度
の
ゲ
ー
ム
化
し
か
場
を
立
ち
上
げ
る
術
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、
題
詠
な
る
も
の
に
よ
っ
て
、
属
性
を
越
え
た
世
界
が
こ
こ
に
具
現
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
『
新
古
今
集
』
以
降
の
題
詠
し
か
な
い
僧
侶
の
恋
歌
の
変
容
と
同
一
性
、
こ
れ
ら

の
あ
り
よ
う
が
次
号
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

注（
1
）　

勝
又
基
に
よ
れ
ば
、
近
世
前
期
に
お
い
て
大
い
に
作
ら
れ
た
「
仮
名
教
訓
書
」
は
著
者
名
を
記
さ

な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
と
い
う
（「
近
世
前
期
に
お
け
る
仮
名
教
訓
書
の
執
筆
・
出
版
と
女

性
」、『
民
衆
史
研
究
』
79
、
二
〇
一
〇
年
五
月
）。
そ
の
他
、
草
子
・
川
柳
・
狂
歌
の
戯
名
と
い
う

べ
き
作
者
名
は
顕
示
と
と
も
に
隠
蔽
も
目
的
の
一
つ
だ
っ
た
ろ
う
。

（
2
）　

勅
撰
集
の
「
詠
み
人
知
ら
ず
」
歌
に
つ
い
て
は
、
三
代
集
の
頃
は
概
ね
伝
承
歌
で
あ
ろ
う
が
、
後

代
に
な
る
と
、
名
前
を
明
か
し
た
く
な
い
、
も
し
く
は
明
か
せ
な
い
歌
か
、『
万
葉
集
』
所
収
歌
に

ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
は
数
量
的
に
は
詞
書
の
よ
み
人
し
ら
ず
や
左
注
を
無
視
し
て
お

お
ざ
っ
ぱ
に
数
え
る
と
、
二
六
六
六
例
で
あ
り
、
二
十
一
代
集
全
体
（
三
三
七
〇
八
首
）
の
7.9
％
程

の
比
率
で
し
か
な
い
。
ち
な
み
に
、
勅
撰
集
に
お
け
る
歌
数
を
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る

（『
勅
撰
集　

付
新
葉
集　

作
者
索
引
』、
名
古
屋
和
歌
文
学
研
究
会
編
、
和
泉
書
院
、
一
九
八
六
年

に
よ
る
）。

　
　
　

古
今
集　

452

／1100

（
41
％
、
左
注
（
15
））、
後
撰
集　

718

／1425

（
50
％
）、
拾
遺
集436

／

1351

（
32
％
）、
後
拾
遺
集58

／1218

（
4.7
％
左
注
（
1
））、
金
葉
集
（
二
度
本
）58
／717

（
8

％
）、
詞
花
集23

／415

（
5.5
％
）、
千
載
集23

／1288

（
1.8
％
）、
新
古
今
集95

／1978
（
4.8
％
）、

新
勅
撰
集101

／1374

（
7.4
％
）、
新
後
撰
集57

／1371

（
4.2
％
）、
続
古
今
集34

／1915

（
1.8
％
）、

続
拾
遺
集25

／1459

（
1.7
％
）、
新
後
撰
集51

／1607

（
3.2
％
）、
玉
葉
集76

／2800

（
2.7
％
左
注

（
3
））、
続
千
載
集62

／2143

（
2.9
％
）、
続
後
拾
遺
集71

／1353

（
5.2
％
）、
風
雅
集56

／2211

（
2.5
％
）、
新
千
載
集94

／2365

（
4
％
）、
新
拾
遺
集55

／1920

（
2.9
％
）、
新
後
拾
遺
集71

／

1554

（
4.6
％
）、
新
続
古
今
集50

／2144

（
2.3
％
）（
な
お
、
歌
数
・
総
歌
集
に
は
異
本
歌
・
後
出

歌
は
含
ん
で
い
な
い
）
と
な
る
。
傾
向
と
し
て
は
、
三
代
集
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り

わ
け
『
後
撰
集
』
に
至
っ
て
は
、
約
半
数
が
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
歌
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
10
％
以

内
（
1.7
〜
8
％
）
で
推
移
す
る
が
、
金
葉
・
新
古
今
・
新
勅
撰
・
玉
葉
・
続
後
拾
遺
・
新
千
載
・
新

後
拾
遺
が
や
や
多
い
と
言
え
よ
う
か
。
こ
う
し
た
傾
向
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
分
析
が

必
要
だ
ろ
う
。

（
3
）　

岡
﨑
真
紀
子
「「
釈
教
」
の
詩
学―

『
新
撰
菟
玖
波
集
』
巻
十
八
の
配
列
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語

と
国
文
学
』
84
巻
、
10
号
、
二
〇
〇
八
年
十
月
）
に
よ
れ
ば
、「
言
葉
そ
の
も
の
の
喚
起
力
に
拠
っ

て
立
つ
連
歌
に
お
い
て
は
、「
釈
教
」
と
い
う
部
立
へ
の
意
識
が
、
句
中
に
含
ま
れ
る
言
葉
じ
た
い

の
持
つ
意
味
合
い
と
い
う
、
す
ぐ
れ
て
明
示
的
な
語
彙
の
レ
ベ
ル
で
見
定
め
ら
れ
る
も
の
へ
と
間
口

を
狭
め
て
い
っ
た
」
が
、「
和
歌
に
お
い
て
仏
教
を
受
容
す
る
際
に
は
、
仏
教
的
な
主
題
は
歌
題
や

詞
書
に
ゆ
だ
ね
て
、
歌
で
は
仏
教
に
関
わ
る
内
容
を
婉
曲
に
表
し
た
り
、
和
歌
的
文
脈
に
引
き
寄
せ

て
詠
ん
だ
り
な
ど
、
言
っ
て
み
れ
ば
柔
軟
に
言
葉
が
運
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
表
現
が
幅
広
く
展
開
し

た
」
と
い
う
。
連
歌
・
連
歌
の
撰
集
と
和
歌
・
和
歌
集
の
違
い
を
見
事
に
説
明
し
た
文
言
で
あ
る
。

本
稿
も
大
い
に
岡
崎
論
文
に
負
っ
て
い
る
。

（
4
）　

拙
稿
「
僧
侶
の
恋
歌
（
1
）　

勅
撰
集
編
（
上
）」（『
明
星
大
学
研
究
紀
要
【
日
本
文
化
学
部
・
言

語
文
化
学
科
】
18　

二
〇
一
〇
年
』
参
照
。

 （
5
）　

な
お
、
永
縁
詠
は
、『
金
葉
集
』
二
度
本
し
か
な
く
、
白
河
院
が
認
め
た
三
度
本
に
は
入
集
し
て

い
な
い
。
こ
う
な
っ
た
の
は
男
色
歌
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
や
や
興
味
を
そ
そ
る
問
題
で
は
あ
る
。

永
縁
は
堀
河
百
首
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、
三
度
本
に
も
七
首
入
集
し
て
い
る
。

（
6
）　

本
歌
を
前
稿
で
は
落
と
し
て
い
た
。
お
詫
び
す
る
と
共
に
、
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

（
7
）　

道
命
の
後
拾
遺
626
・
772
番
歌
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）　

和
歌
お
よ
び
詞
書
の
本
文
は
特
に
断
り
が
な
い
か
ぎ
り
、
す
べ
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
っ
て

い
る
。

（
9
）　

本
歌
は
『
後
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）　
『
長
秋
詠
藻
』（
9
）、『
続
千
載
集
』
春
上
（
81
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

 （
11
）　
『
風
雅
集
』
夏
（
394
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）　

僧
侶
以
外
の
俗
人
の
場
合
も
、
古
歌
（
業
平
・
兼
盛
・
光
孝
天
皇
・
宇
多
天
皇
・
村
上
天
皇
・
伊

尹
・
師
輔
・
兼
通
・
兼
家
・
実
方
・
朝
光
・
道
信
・
定
頼
・
相
模
・
道
綱
母
・
本
院
侍
従
・
和
泉
式

部
・
馬
内
侍
・
小
侍
従
・
大
弐
三
位
な
ど
）
に
実
情
歌
が
現
れ
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
む
ろ

ん
、
同
時
代
歌
人
の
実
情
歌
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
極
め
て
少
な
い
と
い
っ
て
よ
い
）。
そ
の

中
で
、
近
い
時
代
で
は
、
俊
成
の
実
情
歌
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
い
ず
れ
稿
を
改
め
て

考
察
し
た
い
。

（
13
）　
『
千
載
集
』
の
男
色
歌
は
、「
よ
か
は
の
ふ
も
と
な
る
山
で
ら
に
こ
も
り
ゐ
侍
り
け
る
時
、
い
と
よ

ろ
し
き
わ
ら
は
の
侍
り
け
れ
ば
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
」
と
い
う
詞
書
を
も
っ
た
仁
昭
法
師
詠

（
672
）「
世
を
い
と
ふ
は
し
と
お
も
ひ
し
か
よ
ひ
ぢ
に
あ
や
な
く
人
を
恋
ひ
わ
た
る
か
な
」
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
男
色
歌
と
明
確
に
異
な
る
特
質
を
も
つ
。
そ
れ
は
「
世
を
い
と
ふ
は
し
と

お
も
ひ
し
」「
あ
や
な
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
仁
昭
は
自
ら
の
恋
は
罪
だ
と
自
覚
し
て
い
る
事
実
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
唯
一
の
僧
侶
的
表
現
（「
世
を
い
と
ふ
」
な
ど
）
を
も
っ
た
、
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
十
九
号　

二
〇
一
一
年

正
し
い
「
僧
侶
の
恋
歌
」
が
こ
の
歌
な
の
だ
。
僧
侶
に
と
っ
て
禁
忌
で
あ
る
恋
を
す
る
罪
意
識
の
表

明
、
こ
れ
が
も
つ
意
味
は
そ
れ
な
り
に
大
き
い
。
だ
が
、
こ
の
歌
を
最
後
に
男
色
歌
は
勅
撰
集
か
ら

姿
を
消
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
歌
の
持
つ
意
味
合
い
、
俊
成
『
千
載
集
』
と
『
新
古
今

集
』、
さ
ら
に
定
家
と
定
家
以
降
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
改
め
て
検
討
し
た
い
。

（
14
）　
「
中
世
寺
院
の
童
と
兒
」（
同
『
中
世
寺
院
の
社
会
と
芸
能
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
に
所

収
）。
土
田
に
よ
れ
ば
、「
兒
の
階
層
は
仁
和
寺
御
室
の
例
で
い
え
ば
、
上
に
は
清
華
家
の
子
孫
、
中

間
に
は
御
室
の
房
官
の
子
、
下
に
は
御
室
の
侍
の
子
や
院
の
下
北
面
の
子
が
い
た
。
そ
の
下
限
は
六

位
あ
た
り
の
子
と
み
ら
れ
る
」
と
の
こ
と
だ
。
但
し
、
土
田
も
引
く
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
七
八
・
二
、

『
古
今
著
聞
集
』
三
二
三
に
お
け
る
顕
密
僧
と
童
の
関
係
は
、
童
の
身
分
が
低
く
、
稚
児
と
顕
密
僧

の
関
係
と
は
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
15
）　

清
輔
詠
の
「
た
つ
た
ひ
め
」
の
「
た
つ
」
に
「
絶
つ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
し
て
い
る
と
読
め
ば
、

こ
の
歌
に
も
「
た
ま
の
を
」
と
「
た
つ
（
絶
つ
）」
の
語
構
成
が
縁
語
的
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
か
。

（
16
）　

室
町
物
語
『
秋
夜
長
物
語
』
は
延
暦
寺
僧
と
三
井
寺
の
稚
児
の
悲
恋
物
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

稚
児
が
行
方
不
明
（
実
は
天
狗
に
掠
わ
れ
た
の
だ
が
）
に
な
り
、
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、
山
門
・

寺
門
の
戦
い
に
な
り
、
寺
門
が
焼
尽
し
て
い
る
。
寺
門
は
山
門
と
の
戦
い
で
計
四
度
焼
尽
し
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
の
創
作
で
あ
る
が
、
遍
救
詠
で
は
対
立
に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
17
）　

文
永
年
間
（
一
二
六
四
〜
七
四
）
に
九
条
基
家
に
よ
っ
て
撰
ば
れ
た
秀
歌
撰
で
あ
る
『
新
時
代
不

同
歌
合
』
に
も
四
十
八
番
左
と
し
て
、
他
の
二
首
と
と
も
に
入
集
し
て
い
る
。
番
え
ら
れ
て
い
る
の

は
、
後
鳥
羽
院
の
息
、
仁
和
寺
御
室
で
あ
っ
た
道
助
法
親
王
（
一
一
九
五
〜
一
二
四
九
）
で
あ
る
。

（
18
）　

本
歌
は
『
後
葉
集
』（
藤
原
為
経
撰
、
久
寿
二
・
一
一
五
五
年
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
19
）　

両
歌
も
『
後
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
20
）　

先
後
関
係
は
微
妙
な
が
ら
、
教
長
と
俊
成
に
そ
れ
ぞ
れ
一
首
ず
つ
あ
る
。

　
　
『
教
長
集
』（
54
）　

う
ぐ
ひ
す
の
歌
と
て
よ
め
る

　
　
　

よ
の
ま
に
や
た
に
の
ふ
る
す
を
出
で
つ
ら
ん
ま
だ
あ
か
つ
き
の
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ

　
　
『
長
秋
詠
藻
』（
491
）　　
　
　
　
　
　

鶯

　
　
　

い
つ
し
か
と
た
か
き
に
う
つ
れ
春
日
山
谷
の
ふ
る
す
を
出
づ
る
う
ぐ
ひ
す

　
　

な
お
、
近
い
と
こ
ろ
で
は
、『
堀
河
百
首
』
の
仲
実
詠
（
55
）
に
も
あ
る
が
、「
冬
す
み
し
ふ
る
す
は

雪
に
う
づ
も
れ
て
谷
の
鶯
春
と
告
ぐ
な
り
」
と
あ
っ
て
、「
谷
の
」
と
「
ふ
る
す
」
が
離
れ
て
い
る
。

（
21
）　

三
首
と
も
二
度
本
・
三
度
本
と
も
に
入
集
し
て
い
る
。


