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7１ 

（
１
）
 

前
号
掲
載
の
拙
稿
に
お
い
て
は
、
ミ
タ
テ
と
い
う
こ
と
ば
の
語
源
的
な
考
察
を
行
い
、
そ
れ
は
日
常
・
非
日
常
の
境
界
的
時
空
に
お

い
て
、
非
日
常
世
界
と
交
わ
る
儀
礼
的
行
為
を
指
す
語
で
、
そ
の
核
心
は
呪
的
文
言
の
発
唱
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
を
示
し

た
。
そ
し
て
こ
れ
を
数
桁
す
れ
ば
、
ミ
タ
テ
の
文
献
上
の
初
出
で
あ
る
「
古
事
記
」
の
「
天
の
御
柱
を
見
立
て
、
八
尋
殿
を
見
立
て
た

ま
ひ
き
」
と
い
う
用
例
も
、
後
世
の
「
な
ぞ
ら
え
る
、
そ
の
も
の
と
見
な
す
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。

今
回
は
そ
の
続
編
と
し
て
、
上
代
の
和
歌
に
お
け
る
「
見
立
て
」
の
手
法
に
つ
い
て
、
そ
の
美
学
と
美
学
以
前
と
の
関
係
を
、
美
学

以
前
に
視
座
を
置
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

和
ＡＡＡＡ歌
④③②①に

￣ 「
見
立
て
」
の
技
法
が
顕
著
に
成
立
す
る
の
は
「
古
今
和
歌
集
」
の
時
代
で
あ
る
。

上
代
和
歌
に
お
け
る
「
見
立
て
」
に
つ
い
て
の
考
察

春
来
れ
ば
宿
に
ま
づ
さ
く
梅
の
花
君
が
千
年
の
か
ざ
し
と
ぞ
見
る
（
賀
．
三
五
二
紀
貫
之
）

久
方
の
雲
の
う
へ
に
て
見
る
菊
は
天
つ
星
と
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
（
秋
下
．
二
六
九
藤
原
敏
行
）

と

秋
風
に
声
を
ほ
に
あ
げ
て
く
る
舟
は
天
の
門
わ
た
る
か
り
に
ぞ
あ
り
け
る
（
秋
上
・
一
一
一
一
一
藤
原
菅
根
）

み
吉
野
の
山
べ
に
咲
け
る
さ
く
ら
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
（
春
上
・
六
○
紀
友
則
）

梶
裕
史
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7２ 
Ａ
⑤
ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
聞
か
ず
た
っ
た
河
か
ら
紅
に
水
く
、
る
と
は
（
秋
下
・
二
九
四
在
原
業
平
）

あ
る
物
を
他
の
物
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
す
る
技
法
は
既
に
「
万
葉
集
」
に
も
見
え
る
。
し
か
し
万
葉
歌
の
見
立
て
は
〈
白
梅
↓
雪
〉

〈
露
↓
玉
〉
の
よ
う
に
、
日
常
的
な
視
点
に
よ
る
平
明
な
比
噛
の
範
囲
を
出
な
い
と
評
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
古
今
集
」

に
な
る
と
、
二
者
の
間
に
超
現
実
的
な
新
し
い
関
係
を
発
見
し
、
日
常
的
な
視
点
か
ら
大
き
く
離
れ
た
も
の
に
捉
え
直
す
ま
で
に
発
展

〈
２
）

し
て
い
る
と
一
一
一
戸
わ
れ
、
素
材
も
表
現
の
形
も
多
様
に
な
っ
て
い
る
。
小
沢
正
夫
氏
は
、
見
立
て
は
縁
語
．
掛
け
詞
と
と
も
に
「
「
古
今
集
」

の
表
現
技
術
の
一
番
特
長
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
「
古
今
和
歌
集
」
の
歌
風
に
つ
い

て
の
概
説
（
西
下
経
一
氏
執
筆
）
を
参
照
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

○
古
今
集
の
表
現
方
法
は
決
し
て
写
生
的
で
は
な
い
。
そ
の
「
も
の
」
を
正
面
か
ら
見
る
こ
と
を
避
け
て
、
む
し
ろ
側
面
か
ら
見
る

こ
と
が
多
い
。
（
中
略
）
古
今
集
に
お
け
る
「
も
の
」
の
見
方
は
、
そ
の
「
も
の
」
を
そ
の
「
も
の
」
と
し
て
見
な
い
で
そ
の
「
も

の
」
が
他
の
「
も
の
」
に
見
え
る
と
い
う
見
方
を
好
ん
で
と
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
白
い
雪
を
見
て
は
待
ち
望
む
花
か
と
思
い
、

山
の
峡
を
埋
め
て
い
る
花
を
雲
か
と
思
い
、
春
雨
の
し
ず
く
を
悲
し
み
の
涙
か
と
疑
い
、
を
び
く
簿
を
袖
か
と
あ
や
ま
り
、
紅
葉

を
見
る
と
錦
と
見
え
、
懸
曝
を
見
て
は
白
布
を
思
う
、
と
い
う
風
に
ま
ち
が
え
た
り
、
誤
っ
た
り
す
る
。
こ
れ
は
修
辞
法
の
上
で

い
え
ば
「
見
た
て
」
の
技
法
で
あ
る
が
、
古
今
集
は
知
的
な
立
場
か
ら
「
見
た
て
」
の
技
巧
を
使
う
と
共
に
、
情
意
的
な
立
場
か

ら
、
そ
の
「
も
の
」
を
、
こ
れ
に
似
た
他
の
「
も
の
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
趣
が
見
え
、
Ａ
が
Ｂ
に
ま
が
う
と
い
う
Ａ
Ｂ

の
接
触
か
ら
風
情
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
…
…

す
な
わ
ち
、
見
立
て
は
一
修
辞
技
巧
と
い
う
よ
り
、
古
今
歌
人
た
ち
の
作
歌
の
際
の
基
本
的
な
発
想
と
関
わ
る
の
で
あ
り
、
「
古
今
調
」

の
形
成
を
論
じ
る
に
は
欠
か
せ
ぬ
要
素
と
み
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

古
今
集
の
見
立
て
の
典
型
的
な
か
た
ち
は
、
前
掲
の
Ａ
①
～
③
の
よ
う
に
「
ａ
を
ｂ
と
ぞ
見
る
」
「
ａ
は
ｂ
と
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
」

（
３
）
 

（
４
）
 

の
よ
う
な
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
型
が
漢
詩
に
倣
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
小
西
甚
一
氏
や
小
島
懸
之
氏
に
よ
る
比
較

文
学
研
究
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
確
実
と
考
え
ら
れ
る
。
漢
詩
の
「
ａ
誤
ｂ
」
「
ａ
疑
（
看
）
ｂ
」
な
ど
の
比
楡
表
現
の
直
訳
体
の
よ
う
な
か

た
ち
で
「
…
…
と
見
る
」
「
…
…
と
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
」
と
い
っ
た
型
が
流
行
し
た
の
で
あ
り
、
対
比
す
る
二
者
も
、
た
と
え
ば
Ａ
③
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7３ 

優
れ
て
文
学
史
的
な
見
解
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
見
立
て
の
歌
が
、
晴
の
場
で
披
露
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
前
掲
Ａ
①
・
④
は
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
歌
」
、
②
は
「
本
康
親
王
の
七
十
賀
の
後
の
屏
風
に
、
よ
み

て
書
き
け
る
」
と
調
書
に
あ
り
、
③
は
「
寛
平
御
時
、
菊
の
花
を
、
よ
ま
せ
絵
う
け
る
」
つ
ま
り
献
詠
の
歌
、
⑤
は
「
二
条
后
の
、
券

か
た

宮
の
御
息
所
と
申
け
る
時
、
御
屏
風
に
、
竜
田
河
に
も
み
ぢ
流
れ
た
る
形
を
書
け
り
け
る
を
題
に
て
、
よ
め
る
」
と
あ
る
う
ち
の
一
首

で
あ
る
。
小
沢
正
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
の
時
代
も
同
様
で
あ
り
、
縁
語
．
掛
け
詞
が
贈
答
歌
に

、
、
、
、

、
王
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
に
対
し
、
見
立
て
は
「
献
詠
歌
や
屏
風
歌
な
ど
の
よ
そ
ゆ
き
の
歌
、
「
古
今
集
」
の
分
類
に
従
え
ば
四
季
の
歌

に
用
い
ら
れ
る
」
こ
と
が
多
く
、
「
こ
の
二
種
類
の
表
現
技
巧
の
用
い
ら
れ
る
場
所
は
、
読
人
知
ら
ず
の
歌
に
あ
っ
て
は
、
か
な
り
は
っ

き
り
と
し
た
区
別
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
和
歌
の
見
立
て
表
現
は
、
晴
の
場
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た

で
菊
花
を
「
天
つ
星
」
に
な
ぞ
ら
え
る
の
は
、
「
花
似
レ
星
」
「
紫
蒼
星
羅
」
な
ど
菊
花
の
詩
賦
の
表
現
に
拠
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
ア
イ

デ
ア
を
漢
詩
か
ら
摂
取
し
た
と
判
明
す
る
例
が
多
い
。
六
朝
・
唐
代
詩
お
よ
び
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
わ
が
国
の
平
安
初
頭
詩
の
着
想
・

表
現
に
学
び
、
そ
れ
を
和
歌
に
翻
案
す
る
こ
と
で
、
古
今
集
の
見
立
て
表
現
の
基
本
は
成
立
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
典
拠
を
示
す
だ
け
で
は
十
分
な
研
究
に
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
前
記
の
典
型
的
な
ス
タ
イ
ル
か
ら
ど
の

よ
う
に
表
現
形
式
が
広
げ
ら
れ
て
い
っ
た
か
、
日
本
語
表
現
と
し
て
ど
の
よ
う
な
独
自
性
を
獲
得
し
た
か
と
い
っ
た
、
詩
論
・
詩
学
的

（
５
）
 

（
６
）
 

（『０）
（
８
）
 

な
考
察
も
進
め
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
片
桐
洋
一
氏
・
小
町
谷
川
彦
氏
・
鈴
木
日
出
男
氏
・
鈴
木
宏
子
氏
な
ど
に
成
果
が
あ
る
。
本
稿

は
「
美
学
以
前
」
に
目
を
向
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
芸
術
的
価
値
に
つ
い
て
は
問
題
に
し
な
い
が
、
先
学
諸
氏
の
研
究
の
な
か
で
、

本
稿
の
関
心
か
ら
し
て
示
唆
に
富
む
と
思
う
の
は
、
片
桐
洋
一
氏
の
、
見
立
て
の
典
型
の
成
立
を
め
ぐ
る
見
解
で
あ
る
。

片
桐
氏
は
、
漢
詩
の
直
訳
の
よ
う
な
形
を
と
る
見
立
て
表
現
の
基
本
型
が
、
「
古
今
集
」
撰
者
時
代
の
歌
に
集
中
し
て
お
り
、
歌
合

算
賀
の
屏
風
歌
な
ど
「
晴
の
場
に
お
い
て
披
講
さ
れ
た
も
の
」
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
見
立
て
の
歌
は
、
「
今
ま
で
漢
詩

の
み
が
担
っ
て
い
た
晴
の
文
芸
と
し
て
の
役
割
を
和
歌
が
分
担
し
よ
う
と
し
た
宇
多
朝
歌
壇
に
お
い
て
爆
発
的
に
流
行
し
た
と
言
っ
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
」
「
漢
詩
を
承
け
て
晴
の
場
に
登
場
し
た
宇
多
朝
歌
壇
の
和
歌
が
必
然
的
に
狸
得
し
た
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
」
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。
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7４ 

屏
風
歌
は
、
屏
風
に
描
か
れ
た
や
ま
と
絵
画
面
中
の
空
白
部
（
「
色
紙
形
」
に
書
き
込
ま
れ
た
和
歌
で
あ
る
。
や
ま
と
絵
に
歌
が
書

か
れ
る
以
前
は
、
唐
絵
に
詩
が
付
さ
れ
る
と
い
う
屏
風
詩
が
あ
り
、
屏
風
歌
は
そ
の
日
本
的
な
変
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
萌

芽
期
は
六
歌
仙
の
頃
と
推
定
さ
れ
（
例
↓
前
掲
Ａ
⑤
）
、
古
今
集
撰
者
の
時
代
に
は
飛
躍
的
な
盛
行
期
を
迎
え
た
。
や
ま
と
絵
屏
風
は
、

裳
着
・
算
賀
・
入
内
な
ど
晴
の
場
を
飾
る
た
め
に
新
調
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
付
さ
れ
る
画
賛
の
歌
と
い
う
の
は
、
歌
合
と
と
も
に
当

時
の
和
歌
の
最
も
晴
れ
の
場
に
な
っ
た
。

「
古
今
集
」
中
、
調
書
に
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
も
の
は
、
前
掲
Ａ
②
⑤
の
ほ
か
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

Ｂ
①
享
子
院
の
御
屏
風
の
絵
に
、
河
渡
ら
む
と
す
る
人
の
、
も
み
ぢ
の
散
る
木
の
下
に
、
馬
を
控
へ
て
立
て
る
を
、
よ
ま
せ
給
ひ

け
れ
ば
、
仕
う
奉
り
け
る

立
と
ま
り
見
て
を
わ
た
ら
む
も
み
ち
葉
は
雨
と
降
る
と
も
水
は
ま
き
ら
じ
（
秋
下
・
三
○
五
躬
恒
）

Ｂ
②
貞
保
親
王
の
、
后
宮
の
五
十
賀
奉
り
け
る
御
屏
風
に
、
桜
の
花
の
散
る
下
に
、
人
の
花
見
た
る
形
書
け
る
を
、
よ
め
る
（
賀
．

三
五
一
詞
書
。
藤
原
輿
風
。
歌
略
）

片
桐
氏
は
、
見
立
て
の
歌
と
晴
の
場
と
の
関
係
を
、
前
述
の
よ
う
に
、
和
歌
が
晴
れ
の
文
芸
へ
昇
格
し
た
時
期
に
お
い
て
、
今
ま
で

そ
の
位
置
に
あ
っ
た
漢
詩
か
ら
の
継
承
と
い
う
視
点
で
捉
え
て
お
ら
れ
る
が
、
先
に
拙
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
ミ
タ
テ
と
い
う
語
が
、

日
常
・
非
日
常
の
境
界
的
時
空
に
お
け
る
、
言
語
の
発
唱
を
伴
う
行
為
を
指
し
た
と
す
る
と
、
見
立
て
の
和
歌
が
晴
の
場
で
多
く
披
露

さ
れ
た
こ
と
に
は
、
中
国
文
学
の
影
響
の
ほ
か
に
も
伝
統
的
な
必
然
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
芸
意
識
以
前
を
探

る
う
え
で
、
一
つ
大
き
な
手
掛
か
り
に
な
る
と
思
う
の
は
、
屏
風
歌
お
よ
び
、
類
縁
の
性
格
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
「
作
り
物
」
に
因
ん

だ
歌
で
あ
る
。
以
下
に
、
そ
れ
ら
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
る
。

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一一
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7５ 
Ｂ
③
尚
侍
の
か
み
の
、
右
大
将
藤
原
朝
臣
の
四
十
賀
し
け
る
時
に
、
四
季
の
絵
書
け
る
後
の
屏
風
に
脅
き
た
り
け
る
歌
（
賀
・
三

五
七
’
三
六
三
詞
書
。
歌
は
抄
出
）

秋
く
れ
ど
色
も
か
は
ら
ぬ
と
き
は
山
よ
そ
の
も
み
ぢ
を
風
ぞ
か
し
け
る
（
三
六
二
）

白
雪
の
ふ
り
し
く
時
は
み
吉
野
の
山
し
た
風
に
花
ぞ
ち
り
け
る
（
三
六
三
）

Ｂ
④
寛
平
御
時
、
御
屏
風
に
、
歌
書
か
せ
給
ひ
け
る
時
、
よ
み
て
、
書
き
け
る
素
性
法
師

わ
す
れ
ぐ
さ
何
を
か
種
と
恩
し
は
つ
れ
な
き
人
の
心
な
り
け
り
（
恋
五
・
八
○
二
）

Ｂ
⑤
田
村
御
時
に
、
女
房
の
侍
に
て
、
御
屏
風
の
絵
御
覧
じ
け
る
に
、
滝
落
ち
た
り
け
る
所
面
白
し
、
こ
れ
を
題
に
て
歌
よ
め
と
、

侍
ふ
人
に
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
よ
め
る

三
条
町

思
ひ
せ
く
心
の
内
の
滝
な
れ
や
落
つ
と
は
見
れ
ど
を
と
の
き
こ
え
ぬ
（
雑
上
・
九
三
○
）

Ｂ
⑥
屏
風
の
絵
な
る
花
を
、
よ
め
る

貨
之

咲
き
そ
め
し
時
よ
り
後
は
う
ち
は
へ
て
世
は
春
な
れ
や
色
の
つ
れ
な
る
（
雑
上
・
九
三
一
）

Ｂ
⑦
屏
風
の
絵
に
、
よ
み
合
せ
て
、
書
き
け
る

坂
上
足
則

刈
り
て
ほ
す
山
田
の
稲
の
こ
き
た
れ
て
鳴
き
こ
そ
わ
た
れ
秋
の
う
け
れ
ば
（
雑
上
・
九
三
二
）

詞
書
で
は
、
絵
に
書
き
入
れ
た
こ
と
を
明
示
す
る
場
合
と
、
絵
を
見
て
の
一
種
の
「
題
詠
」
で
、
書
き
添
え
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で

な
い
場
合
と
が
あ
っ
て
、
「
屏
風
歌
」
の
定
義
に
関
わ
る
問
題
と
な
る
が
、
本
稿
で
は
、
屏
風
絵
を
見
て
詠
ん
だ
歌
と
い
う
ぐ
ら
い
に
ゆ

る
や
か
に
考
え
て
お
く
。
さ
て
右
の
よ
う
に
、
「
古
今
集
」
の
詞
書
で
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
歌
は
、
思
い
の
外
少
な
い
の
で

あ
る
が
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
数
の
屏
風
歌
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
代
表
的
歌
人
の
家
集
「
貫
之
集
」
の
六
割

以
上
が
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
屏
風
絵
を
み
て
歌
を
作
る
と
い
う
習
練
が
、
紀
貫
之
の
歌
風
Ⅱ
古
今
集
の
歌
風
の
形
成

（
９
）
 

に
大
き
く
関
与
し
た
と
い
う
見
方
は
、
研
究
者
の
共
通
認
識
と
い
っ
て
よ
い
。
近
時
、
川
村
晃
生
氏
は
、
自
然
の
実
景
を
詠
ん
だ
と
塞
叩

る
詞
書
に
つ
い
て
、
実
は
文
学
的
な
装
い
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
説
を
提
出
さ
れ
て
い
る
。
古
今
集
四
季
部
の
景
物
詠
の
詞
書
は
、

歌
合
歌
・
屏
風
歌
の
類
い
を
「
実
感
詠
」
へ
転
化
せ
し
め
る
一
つ
の
装
置
で
あ
り
、
「
机
上
の
詠
作
の
数
々
を
、
現
実
の
生
活
で
の
実
体
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Ｃ
①
同
じ
御
時
《
Ⅱ
「
寛
平
御
時
与
、
せ
ら
れ
け
る
菊
合
に
、
洲
浜
を
作
り
て
、
菊
の
花
植
へ
た
り
け
る
に
加
へ
た
り
け
る
歌
。

吹
上
の
浜
の
形
に
、
菊
植
へ
た
り
け
る
を
、
よ
め
る
菅
原
朝
臣

秋
風
の
ふ
き
あ
げ
に
立
て
る
し
ら
ぎ
く
は
花
か
あ
ら
ぬ
か
浪
の
よ
す
る
か
（
秋
下
・
二
七
二
）

か
た

Ｃ
②
仙
宮
に
、
菊
を
分
け
て
人
の
至
れ
る
形
を
、
よ
め
る

素
性
法
師
（
秋
下
．
二
七
三
歌
略
）

か
た

Ｃ
③
菊
の
花
の
下
に
て
、
人
の
、
人
待
て
る
形
を
、
よ
め
る

友
則

花
見
つ
、
人
ま
つ
時
は
白
妙
の
袖
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
（
秋
下
．
二
七
四
）

か
た

Ｃ
④
大
沢
の
池
の
形
に
、
菊
植
へ
た
る
を
、
よ
め
る

ひ
と
も
と

一
本
と
思
し
花
を
お
ほ
さ
は
の
池
の
そ
こ
に
も
誰
か
う
へ
け
む
（
秋
下
．
一
一
七
五
）

屏
風
歌
に
見
立
て
の
手
法
を
用
い
た
歌
が
多
い
こ
と
は
、
前
掲
Ａ
②
⑤
や
Ｂ
群
の
ほ
か
、
「
貫
之
集
」
「
躬
恒
集
」
な
ど
を
一
覧
し
て

〈
Ⅶ
）

も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
右
Ｃ
群
の
よ
う
に
作
り
物
を
み
て
詠
ん
だ
歌
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
片
野
達
郎
氏
は
、
屏
風
歌
の

性
格
や
屏
風
歌
的
表
現
の
原
初
形
態
を
知
る
上
で
、
歌
合
に
用
い
ら
れ
た
洲
浜
な
ど
の
作
り
物
と
そ
れ
へ
の
詠
歌
と
の
関
係
が
重
要
な

参
考
に
な
る
と
し
、
平
安
和
歌
に
お
け
る
「
題
詠
」
発
生
の
共
通
基
盤
と
し
て
、
作
り
物
や
絵
画
と
い
っ
た
、
人
工
の
造
型
を
題
と
し

て
詠
む
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
歌
合
歌
・
屏
風
歌
に
お
け
る
表
現
手
法
の
共
通
性
を
生
ん
だ
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。
片
野
氏
は

こ
の
考
察
結
果
を
、
歌
合
歌
・
屏
風
歌
の
「
重
出
」
の
疑
問
の
解
決
に
生
か
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
晴
れ
の
場
に
飾
ら
れ
る

「
洲
浜
」
な
ど
の
作

次
の
事
例
が
あ
る
。

験
に
基
づ
く
詠
歌
と
し
て
装
っ
て
ゆ
く
機
能
を
担
っ
て
い
た
」
。
古
今
集
の
詞
書
は
「
歌
人
た
ち
の
感
動
が
脈
打
つ
日
常
の
風
景
を
栫
え

上
げ
る
べ
く
、
歌
と
一
体
化
し
て
創
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
て
み
る
」
と
川
村
氏
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
説
を
ふ
ま
え
る
と
、

詞
書
に
よ
れ
ば
現
実
の
景
物
詠
だ
と
い
う
「
見
立
て
」
の
歌
の
な
か
に
も
、
実
は
、
屏
風
絵
と
い
う
人
工
の
小
自
然
を
み
て
詠
ん
だ
歌

が
相
当
多
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
察
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
「
人
工
の
小
自
然
」
と
述
べ
た
が
、
そ
の
点
で
屏
風
絵
と
等
し
い
性
格
を
持
ち
、
や
は
り
当
時
の
歌
の
題
材
と
な
っ
た
も
の
に
、

つ
く
り
も
の

「
洲
浜
」
な
ど
の
作
物
が
あ
る
。
「
古
今
集
」
で
、
詞
書
に
よ
っ
て
確
実
に
判
明
す
る
と
こ
ろ
の
、
作
り
物
に
ち
な
ん
だ
歌
と
し
て
は
、
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（
皿
）

鈴
木
日
出
男
氏
は
、
「
万
葉
集
」
に
お
け
る
見
立
て
の
歌
と
Ｉ
し
て
、
八
首
ほ
ど
例
歌
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
僅
少
な
が
ら
、
古
今
集
の

見
立
て
の
先
躍
を
探
る
に
は
、
興
味
深
い
偏
向
が
看
取
さ
れ
る
資
料
と
思
う
の
で
、
次
に
再
編
し
て
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

Ｄ
①
白
梅
↓
雪
…
…
…
…
わ
が
園
に
梅
の
花
散
る
ひ
き
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も
（
巻
５
．
八
二
二
大
伴
旅
人
）

［
類
歌
函
巻
５
．
八
二
三
、
巻
８
・
’
六
四
七
］

Ｄ
②
白
露
↓
玉
・
…
…
：
…
さ
雄
鹿
の
朝
立
つ
野
辺
の
秋
萩
に
玉
と
見
る
ま
で
置
け
る
白
露
（
巻
８
．
一
五
九
八
大
伴
家
持
）

［
類
歌
坤
巻
皿
・
二
一
一
二
九
］

た
て

ぬ
ぎ

を
と
め

も
み
ち
ば

Ｄ
③
紅
葉
↓
錦
繍
：
…
…
・
経
も
な
く
緯
も
定
め
ず
未
通
女
ら
が
織
る
黄
葉
に
霜
な
降
り
そ
れ
（
巻
・
・
・
一
五
一
二
大
津
皇
子
）

わ
」

Ｄ
④
天
空
↓
海
の
航
行
…
天
の
海
に
雲
の
波
立
ち
月
の
船
星
の
林
に
傍
ぎ
隠
る
見
ゆ
（
巻
７
．
’
○
六
八
人
麻
呂
歌
集
）

造
型
物
に
因
ん
で
詠
ま
れ
る
和
歌
と
、
「
見
立
て
」
の
手
法
と
が
、
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
改
め
て
着
目
し
た
い
。

絵
や
洲
浜
に
着
想
し
て
歌
を
詠
む
場
合
、
眼
前
の
形
象
を
忠
実
に
写
生
す
る
だ
け
で
は
面
白
味
が
な
い
か
ら
、
「
見
立
て
」
の
よ
う
に

知
的
趣
向
を
凝
ら
し
て
明
る
い
輿
を
添
え
る
と
い
う
の
は
、
ご
く
自
然
な
方
向
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
晴
れ
の
儀
礼
や
そ
れ
に
付
随
す

る
遊
宴
に
お
い
て
、
そ
の
場
の
造
型
物
に
即
し
て
歌
を
詠
む
と
い
う
の
は
、
芸
術
意
識
以
前
の
長
い
伝
統
が
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
洗

練
さ
れ
た
王
朝
文
化
人
の
理
知
的
趣
向
に
よ
っ
て
「
見
立
て
」
の
歌
が
生
ま
れ
た
、
と
把
握
す
る
の
み
で
は
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思

う
。
た
だ
し
、
そ
の
古
来
の
伝
統
、
す
な
わ
ち
記
紀
歌
謡
や
万
葉
歌
の
「
寄
し
物
陳
し
思
」
の
方
法
が
、
「
物
」
を
「
心
」
に
置
換
す
る
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
古
今
集
の
「
見
立
て
」
は
、
主
と
し
て
物
と
物
と
を
置
換
す
る
方
法
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
二
者
を
連
続
的
に

関
係
づ
け
る
に
は
懸
隔
が
あ
り
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
と
り
あ
え
ず
、
〈
物
↓
心
〉
の
表
現
（
こ
れ
も
広
義
に
は
「
見
立
て
」

発
想
で
あ
る
）
と
〈
物
↓
物
〉
の
見
立
て
表
現
と
の
間
に
、
ど
の
よ
う
な
繋
が
り
を
見
出
せ
る
か
と
い
う
関
心
を
持
っ
て
、
し
ば
ら
く

遡
っ
て
、
万
葉
歌
の
見
立
て
の
事
例
に
つ
い
て
、
歌
が
生
ま
れ
た
「
場
」
の
性
格
に
注
意
し
て
考
察
し
て
み
る
。

■■■■ 

■■■■ 

■■■■■ 
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宴
会
は
、
本
来
は
祭
祀
の
一
部
で
あ
っ
た
。
祭
り
は
基
本
的
に
、
「
祭
祀
」
（
厳
粛
な
儀
礼
の
段
階
）
↓
「
直
会
」
（
祭
祀
の
主
旨
を
く
だ

（
胸
）

け
た
形
で
副
演
出
し
て
確
認
す
る
段
階
）
↓
「
宴
会
」
（
神
人
赴
く
飲
共
食
の
、
よ
り
開
放
的
な
段
階
）
と
い
う
進
行
過
程
を
辿
る
。
こ
の
基

本
構
成
は
、
平
安
朝
の
宮
廷
の
年
中
儀
礼
や
そ
の
外
の
伝
統
行
事
の
次
第
な
ど
を
み
て
も
、
整
い
具
合
は
様
々
な
が
ら
、
広
く
確
認
で

（
川
）

き
る
。
そ
し
て
こ
の
進
行
過
程
の
大
き
な
特
色
は
、
各
段
階
が
別
個
の
精
神
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
神
祭
り
の
効
果
を
期
す
る
た

め
に
、
同
じ
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
敷
術
し
て
、
形
を
変
え
て
繰
り
返
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
折
口
信
夫
は
、
こ
の
副
演
出

〈
脇
）

の
形
式
を
「
も
ど
き
」
と
名
づ
け
、
日
本
の
墾
云
能
ひ
い
て
は
文
学
の
変
化
・
展
開
に
根
本
的
に
働
き
か
け
た
理
法
で
あ
る
と
説
い
た
。

こ
の
「
も
ど
き
」
の
視
点
に
立
て
ば
、
季
節
の
年
中
行
事
に
付
随
し
た
宴
は
も
ち
ろ
ん
、
独
立
た
宴
会
も
、
も
と
祭
祀
の
一
部
で
あ
っ

た
性
格
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
陸
の
先
進
文
化
を
吸
収
し
た
知
識
階
級
の
人
々
の
四
季
の
宴
は
、
風
流
韻
事
と
し
て
催

さ
れ
た
も
の
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
な
お
神
事
性
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。

饗
宴
の
、
祭
り
に
由
来
す
る
特
性
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
祝
賀
性
と
い
う
一
」
と
に
尽
き
る
と
考
え
る
。
宴
会
の
明
る
さ
は
、
酒
を
飲

み
陽
気
に
な
る
か
ら
と
い
う
よ
り
、
神
祭
り
の
目
的
を
全
う
す
る
た
め
、
晴
々
と
し
た
め
で
た
さ
、
明
る
い
笑
い
を
演
出
し
な
け
れ
ば

（
応
）

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
遺
伝
と
考
え
る
。
歌
の
詠
唱
は
、
そ
の
効
果
を
あ
げ
る
の
に
不
可
欠
な
行
為
で
あ
っ
た
。

［
類
歌
沖
巻
、
．
二
一
一
二
一
一
一
］

右
の
例
か
ら
直
ち
に
気
付
か
れ
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
太
宰
府
梅
花
の
宴
に
集
っ
た
グ
ル
ー
プ
や
大
津
皇
子
な
ど
、
漢
詩
文
の
素
養

豊
か
な
こ
と
確
実
な
歌
人
た
ち
が
「
見
立
て
」
の
歌
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｄ
④
の
人
麻
呂
歌
集
の
例
も
、
私
見
で
は
七
夕
歌

と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
漢
詩
の
刺
激
が
想
定
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
は
、
予
想
通
り
と
い
う
べ
き
か
、
古
今
集
四
季
部
の
先
躍

を
な
す
巻
八
・
巻
十
か
ら
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
巻
八
・
十
の
歌
が
生
ま
れ
た
機
会
に
着
目
す
る
と
、
「
見
立
て
」

の
和
歌
の
本
質
を
掴
む
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

（
脳
）

折
口
信
夫
は
、
万
葉
集
の
巻
八
と
巻
十
は
、
宮
廷
・
貴
族
の
四
季
の
宴
席
で
詠
ま
れ
た
歌
を
集
め
た
巻
で
あ
る
と
考
え
た
。
作
者
を

記
す
巻
八
は
著
名
な
歌
の
類
聚
、
そ
れ
に
準
ず
る
の
が
巻
十
と
い
う
わ
け
て
こ
の
考
え
は
現
在
、
基
本
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
と
恩

わ
れ
る
。
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7９ 
四
季
の
歌
の
母
胎
と
な
っ
た
宴
を
考
え
る
う
え
で
、
ひ
と
つ
貴
重
な
参
考
資
料
に
な
る
と
思
う
の
は
、
巻
十
七
以
降
の
、
家
持
の
歌

日
誌
に
記
録
さ
れ
た
宴
席
歌
の
数
々
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
彼
が
参
席
し
た
宴
で
詠
ま
れ
た
歌
が
漏
れ
な
く
記
録
さ
れ
て
い
る
と
は
忠

こ
と
ほ

え
な
い
が
、
｜
覧
し
て
明
ら
か
な
傾
向
と
し
て
、
主
人
・
賓
客
・
配
下
の
者
と
資
格
を
問
わ
ず
、
そ
の
場
の
景
物
に
こ
と
よ
せ
た
一
一
一
口
寿

ぎ
の
歌
が
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

［
〈
天
平
》
十
八
年
正
月
、
白
雪
多
零
、
積
し
地
数
寸
也
。
…
…
於
し
是
降
し
詔
、
大
臣
参
議
井
諸
王
者
、
令
レ
侍
二
千
大
殿
上
一
、

か
づ
ら

Ｅ
③
あ
ぶ
ら
火
の
光
に
見
ゆ
る
わ
が
護
さ
百
合
の
花
の
笑
ま
は
し
き
か
。
四
）
（
咀
・
四
○
八
六
大
伴
家
持
）

天
平
勝
宝
二
年
正
月
二
日
、
於
二
國
聴
一
給
二
饗
諸
郡
司
等
一
宴
歌
一
首

や
」
ぬ
れ
ほ
し
←

か
ざ

ほ

Ｅ
④
あ
し
ひ
き
の
山
の
木
末
の
寄
生
取
り
て
播
頭
し
つ
ら
く
は
千
年
寿
く
と
そ
（
咀
・
四
一
一
二
六
大
伴
家
持
）

〈
天
平
勝
宝
五
年
〉
二
月
十
九
日
、
於
二
左
大
臣
橘
家
宴
一
、
見
二
翠
折
柳
條
一
歌
一
首

ほ
つ
え
よ

か
づ
ら

Ｅ
⑤
青
柳
の
上
枝
零
じ
取
り
漣
く
は
君
が
屋
戸
に
し
千
年
寿
く
と
そ
（
四
・
四
一
一
八
九
大
伴
家
持
）

〈
天
平
勝
宝
六
年
三
月
》
廿
五
日
、
左
大
臣
橘
卿
、
宴
二
子
山
田
御
母
之
宅
一
歌
一
首
。
（
左
注
》
右
一
首
少
納
一
一
一
一
ｍ
大
伴
宿
祢
家

持
、
臘
二
時
花
一
作
。
但
未
レ
出
之
間
、
大
臣
罷
レ
宴
、
而
不
一
一
撃
諦
一
耳
。
）

Ｅ
⑥
山
吹
の
花
の
盛
り
に
か
く
の
如
君
を
見
ま
く
は
千
年
に
も
が
ｊ
Ｄ
（
刈
・
四
一
一
一
○
四
大
伴
家
持
）

［
〈
天
平
勝
宝
七
年
五
月
〉
十
一
日
、
左
大
臣
橘
卿
、
宴
一
一
右
大
辨
丹
比
國
人
真
人
之
宅
一
歌
（
左
注
叩
右
一
首
、
丹
比
國
人
真

人
、
壽
二
左
大
臣
一
歌
）
］

［
在
二
於
左
大
臣
橘
卿
之
宅
一
難
宴
御
歌
］

Ｅ
②
橘
の
と
を
の
橘
八
つ
代
に
も
我
は
忘
れ
じ
こ
の
橘
を
（
阻
・
四
○
五
八
元
正
御
製
）

［
〈
天
平
感
寳
元
年
五
月
〉
九
日
、
諸
僚
會
二
少
目
秦
伊
美
吉
石
竹
之
舘
一
飲
宴
。
於
レ

諸
卿
大
夫
者
令
レ
侍
二
子
南
細
殿
一
、
而
則
賜
レ
酒
騨
宴
。
勅
日
汝
諸
王
卿
等
、
馴
剛
訓
幽
謝
引
川
旬
勢
糾
劉
鋼
。

Ｅ
①
天
の
下
す
で
に
覆
ひ
て
降
る
雪
の
光
を
見
れ
ば
貴
く
も
あ
る
か
（
Ⅳ
．
一
一
一
九
一
一
一
一
一
「
紀
朝
臣
清
人
臆
し
詔
歌
」
）

器
一
、
捧
二
贈
賓
客
一
。
各
賦
二
此
纒
一
作

■■ 

舘
一
飲
宴
。
於
レ
時
主
人
造
二
百
合
花
總
三
枚
へ
骨
司
置
司
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や
つ
を

Ｅ
⑨
あ
し
ひ
き
の
八
峰
の
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
と
き
じ
鉋
か
め
や
槌
ゑ
て
け
る
君
（
別
．
四
四
八
一
大
伴
家
持
）

［
《
天
平
宝
字
二
年
》
二
月
、
於
一
一
式
部
大
輔
中
臣
清
麻
呂
朝
臣
之
宅
一
宴
歌
］

あ
る
Ｕ

Ｅ
⑩
は
し
き
よ
し
今
日
の
主
人
は
磯
松
の
常
に
い
ま
き
ね
今
ｊ
Ｕ
見
る
如
（
加
・
四
四
九
八
大
伴
家
持
）

右
は
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
宴
席
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
礪
目
の
景
象
が
、
主
人
・
賓
客
ひ
い
て
は
一
座
の
健
康
・
長

久
を
祝
福
す
る
た
め
の
寿
歌
の
素
材
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
一
一
一
口
寿
ぎ
の
形
式
は
概
し
て
類
型
的
で
、
芸
術
性
に
は
乏
し
い
が
、
家
持
が

そ
の
よ
う
な
歌
を
丹
念
に
記
録
し
続
け
た
の
は
、
そ
れ
が
伝
統
と
し
て
大
切
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
新
春
の
宴
に
お
け
る
雪

の
寿
歌
は
重
要
だ
っ
た
ら
し
く
、
家
持
は
Ｅ
①
の
騨
宴
の
歌
を
は
じ
め
、
何
度
も
書
き
留
め
て
い
る
。
Ｅ
①
と
同
機
会
の
歌
に
、

あ
ら
た

○
新
し
き
年
の
は
じ
め
に
豊
の
年
し
る
す
と
な
ら
し
雪
の
降
れ
る
は
（
Ⅳ
・
一
一
一
九
一
一
五
）

し
る
し

と
あ
る
よ
う
に
、
「
雪
は
豊
年
の
端
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
信
仰
は
中
国
伝
来
で
あ
る
と
説
く
学
者
が
多
い
が
、
ｎ
口
本
人
は
在
来
の
よ
く
似

た
民
俗
の
上
に
大
陸
渡
来
の
も
の
を
習
合
さ
せ
る
こ
と
が
常
だ
か
ら
、
新
年
の
雪
を
豊
作
の
瑞
兆
と
み
る
心
意
は
、
日
本
人
古
来
の
も

《
天
平
宝
字
》
三
年
春
正
月
一
日
、
於
二
因
幡
國
聴
一
、
賜
二
饗
國
群
司
等
一
之
宴
歌
一
首

あ
ら
た

○
新
し
き
年
の
は
じ
め
の
初
春
の
今
日
降
る
雪
の
い
や
重
け
よ
ご
と
（
加
・
四
五
一
一
ハ
大
伴
家
持
）

み
こ
と
も
ち

「
万
葉
集
」
最
終
歌
と
し
て
名
高
い
こ
の
歌
も
新
年
の
雫
「
の
歌
で
、
家
持
は
国
守
と
い
う
天
子
の
幸
の
立
場
で
予
祝
の
歌
を
詠
ん
で
い

る
。
結
句
「
よ
ど
と
」
は
通
説
「
吉
事
」
だ
が
、
「
寿
詞
」
の
意
も
重
ね
て
い
る
と
解
せ
る
余
地
も
あ
る
。
越
中
守
時
代
の
天
平
勝
宝
三

の
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

《
天
平
宝
字
》
三
年

Ｅ
⑧
秋
風
の
吹
き
こ
き
敷
け
る
花
の
庭
清
き
月
夜
に
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
別
．
四
四
五
三
大
伴
家
持
）

《
天
平
勝
宝
九
年
〉
三
月
四
日
、
於
二
兵
部
大
丞
大
原
真
人
今
城
之
宅
一
宴
歌
一
首
（
左
注
皿
右
兵
部
少
輔
大
伴
家
持
属
二
植
椿
一

ま
ひ

Ｅ
⑦
わ
が
屋
戸
に
咲
け
る
な
で
し
こ
幣
は
せ
む
ゆ
め
花
散
る
な
い
や
を
ち
に
咲
け
（
加
・
四
四
四
一
ハ
丹
比
国
人
真
人
）

［
《
天
平
勝
宝
七
年
〉
八
月
十
三
日
、
在
一
一
内
南
殿
一
騨
宴
歌
（
左
注
坤
右
一
首
、
兵
部
少
輔
従
五
位
上
大
伴
宿
祢
家
持

作
～.－ 

未
し
奏
】
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う
か
が
え
る
。

１
 

８
 

年
正
月
に
も
、
家
持
は
恒
例
の
国
庁
で
の
饗
宴
で
、
次
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

あ
ら
ね

い
や

つ
れ

○
新
し
き
年
の
初
め
は
弥
年
に
雪
踏
み
な
ら
し
常
か
く
に
も
が
（
ｎ
．
四
一
一
一
一
九
）

左
注
に
こ
の
時
の
事
情
を
記
し
て
「
於
レ
時
零
雪
殊
多
、
積
有
二
四
尺
一
焉
。
即
主
人
大
伴
宿
祢
家
持
、
作
二
此
歌
一
也
」
と
あ
る
が
、
ど

う
も
こ
の
歌
の
「
雪
ふ
み
な
ら
し
」
と
い
う
詞
句
、
そ
れ
に
巻
加
・
四
二
九
八
（
天
平
勝
宝
六
年
正
月
四
日
、
家
持
宅
で
の
「
賀
集
し
む

て
宴
飲
せ
る
歌
」
）
の
「
霜
の
上
に
霞
た
ば
し
り
…
…
」
と
い
う
詞
句
、
巻
岨
・
四
一
一
二
七
（
天
平
勝
宝
二
年
正
月
五
日
の
宴
）
の
「
正

つ
き

月
た
つ
春
の
は
じ
め
に
か
く
し
つ
つ
…
・
・
・
」
と
い
う
詞
句
な
ど
、
新
春
の
宴
に
お
け
る
寿
詞
の
常
套
文
句
は
、
正
月
に
天
子
祝
福
の
芸

（
Ⅳ
）
 

能
と
し
て
行
わ
れ
た
踏
歌
章
曲
の
影
響
を
相
当
に
受
け
て
い
る
ら
し
い
。
歌
わ
れ
る
新
年
の
雪
は
、
日
常
の
自
然
景
象
で
は
な
く
、
予

祝
の
心
意
が
浸
み
つ
い
た
晴
々
し
い
表
象
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
一
年
の
饗
宴
の
な
か
で
も
珠
更
に
重
要
だ
っ
た
新
年
の
宴
に
お
け
る
寿
歌
の
慣
習
が
、
四
季
折
々
の
宴
に
影
響
し
、
流
用

さ
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
夏
の
時
候
と
お
ぼ
し
き
、

こ
し

か
つ
ら

○
し
な
ざ
か
る
越
の
君
ら
と
か
く
し
こ
そ
楊
蔑
き
楽
し
く
遊
ば
め
（
四
○
七
一
大
伴
家
持
）

と
い
う
宴
席
歌
の
詞
句
を
み
て
も
推
察
で
き
る
。

Ｅ
②
Ｉ
⑩
は
、
宴
席
や
庭
の
植
物
に
こ
と
よ
せ
た
寿
歌
・
讃
歌
の
類
で
あ
る
。
③
④
⑤
の
よ
う
に
、
歌
に
「
嬬
頭
」
「
葱
」
と
い
っ
た

（
咄
）

形
容
が
見
え
る
例
は
他
に
も
多
い
。
瑞
々
し
い
花
や
青
葉
の
枝
な
ど
を
身
に
つ
け
る
の
は
、
土
橋
寛
氏
風
に
一
一
一
一
口
え
ば
、
風
流
以
前
は
呪

物
に
よ
る
タ
マ
フ
リ
と
い
う
意
義
を
持
つ
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
墓
向
ｌ
そ
の
種
に
ふ
さ
わ
し
い
花
や
草
木
を

壽
に
持
ち
こ
む
こ
と
Ｉ
が
誓
約
だ
っ
た
こ
と
を
蕊
す
る
だ
け
で
よ
い
．
宴
席
に
持
ち
こ
ま
れ
た
藷
の
花
や
篶
の
植
物
睦

先
の
雪
と
同
様
、
そ
の
場
の
人
々
の
寿
福
と
結
び
付
い
て
見
ら
れ
て
い
る
。
日
常
の
自
然
景
象
が
、
宴
席
で
は
寿
詞
の
発
唱
に
よ
り
、

祝
福
対
象
の
生
命
力
の
表
象
に
転
化
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
Ｅ
③
は
、
①
と
共
に
「
題
詠
」
の
萌
芽
が
知
ら
れ
る
例
と
し
て
興
味
深
い
。
同
様
の
趣
向
は
、
巻
別
．
四
四
九
三
の
題
詞
に
も

《
天
平
宝
字
》
二
年
春
正
月
三
日
、
召
二
侍
従
竪
子
王
臣
等
－
令
し
侍
二
於
内
裏
之
東
屋
垣
下
一
、
即
賜
二
玉
箒
｜
騨
宴
。
干
し
時
内
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の
よ
う
な
歌
で
あ
る
。
有
名
な
顕
宗
天
皇
前
紀
の

陳
思
」
の
寿
詞
の
最
も
正
統
的
な
形
だ
ろ
う
。

わ
が
ひ
ろ
か
づ
ね

○
築
き
立
つ
る
稚
室
葛
根
、
築
き
立
つ
る

は
へ
ぎ

釧
吸
刎
梛
切
猷
Ⅵ
。
取
り
置
け
る
様
様
は
、

再
確
認
す
れ
ば
、

相
藤
原
朝
臣
奉
レ
勅
、
宣
諸
王
卿
等
、
随
し
堪
、
任
し
意
、
作
し
歌
井
賦
レ
詩
。
佃
應
二
詔
旨
一
、
各
陳
豆
心
緒
一
作
し
歌
賦
レ
詩
。

［
未
し
得
二
諸
人
之
賦
詩
井
作
歌
一
也
］

は
っ
ね
た
ま
ぱ
は
き

○
初
春
の
初
子
の
今
日
の
玉
籍
手
に
と
る
か
ら
に
ゆ
ら
ぐ
玉
の
緒
（
四
四
九
一
二
大
伴
家
持
）

Ｅ
③
の
「
さ
百
合
花
」
に
し
ろ
、
右
の
玉
箒
に
し
ろ
、
宴
席
に
持
ち
込
ま
れ
た
物
象
で
、
歌
は
そ
の
場
の
即
興
の
気
分
を
反
映
す
る
。

先
に
、
平
安
和
歌
の
題
詠
は
、
洲
浜
・
屏
風
絵
な
ど
人
工
の
造
型
物
に
よ
せ
た
詠
作
に
よ
り
育
ま
れ
た
と
い
う
見
方
を
紹
介
し
た
が
、

そ
の
素
地
は
す
で
に
、
奈
良
朝
文
人
の
四
季
の
宴
席
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
歌
わ
れ
て
い
る
畷
目
の
景
物
が
言
寿
ぎ
の
素
材
だ
と
い
う
こ
と
は
、
【
Ｉ
】
歌
だ
け
で
わ
か
る
場
合
と
、
【
Ⅱ
】
題
詞
な

ど
の
「
場
」
の
情
報
の
補
助
で
わ
か
る
場
合
と
、
二
通
り
あ
る
。
Ｅ
群
の
う
ち
、
④
⑤
⑥
⑨
⑩
は
前
者
、
他
は
後
者
で
あ
る
。
前
者
は

要
す
る
に
、
眼
前
の
具
象
物
に
結
び
付
け
て
、
祝
福
対
象
の
好
ま
し
い
状
態
を
直
接
言
い
立
て
る
形
で
あ
っ
て
、
具
体
例
を
追
加
し
て

…
…
（
「
日
本
書
紀
」
顕
宗
天
皇
前
紀
）

ま

○
白
玉
の
対
概
郎
璽
舞
鍵
ｕ
、
赤
玉
の
御
捌
邸
か
魂
吸
盤
ｕ
、

と
こ
よ

○
常
世
物
こ
の
橘
の
い
や
照
り
に
わ
ご
大
君
は
今
も
見
る
如
（
氾
・
四
○
六
一
一
一
）

し
の

○
紫
陽
花
の
八
重
咲
く
如
く
や
つ
代
に
土
こ
い
ま
せ
わ
が
背
子
見
つ
つ
恩
は
む
（
加
・
四
四
四
八
）

よ
う
な
歌
で
あ
る
。
有
名
な
顕
宗
天
皇
前
紀
の
「
室
寿
き
」
の
詞
章
や
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
と
同
系
統
で
あ
り
、

御
心
の
林
な
り
。
取
り
置
け
る
橡

ｉ
 

か
づ
ら

な
る
な
り
。
取
り
結
へ
る
綱
葛
は
、

蕊
黙
錬
の
謁
感
の
大
御
世
を
、
緋
繊
汕
瓜
邨
円
難
戦
郵
勢
鍼
、
白
御
馬
の
前
足
の
爪

の
御
門
の
柱
を
、
上
つ
薙
榊
に
畷
孤
塑
鋺
、
下
つ
石
根
に
蝋
部
御
騒
団
ｕ
、
振
り
立
一

こ
の
家
長
の
御
壽
の
堅
な
り

柱
は
、

こ
の
家
長
の

み
い
の
ち

こ
の
家
長
の

青
玉
の
水
江
の
玉
の
行
き
相
ひ
旧
、

い
へ
の
尺
『
丹

鞠の
齋
な
り

と

鞠
。

な
り
。
取
り
置
け
る
一

か
や

取
り
葺
け
る
草
葉
は

振
り
立
つ
る
耳
の
弥
高
に
、

の
鎖
な
り

し
づ
よ
り

後
足
の
爪
踏
み
立
つ
る
事
は
、

し
冊

･ 

む
ね
う
つ
ば
叩

取
り
繋
ぐ
る
棟
梁
は
、
ゴ
ロ
み
調
富
み
；
、定ひら
か

け
る
朧
徽
は
ゴ
ハ
認
黛
泳
〈
御
Ⅸ
②
雫
叺

明
つ
御
神
と
大
八
鳴
国
知
る
し
食
す

こ
の
家
長
の
御
富
の
除
な
り

天
の
下
を
知
る
し
食
さ
む
…
 

こ
の
形
が
「
寄
物

･ 
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こ
れ
に
比
べ
て
［
Ⅱ
】
頬
は
、
題
詞
や
専
門
知
識
な
し
で
は
作
歌
動
機
が
わ
か
り
に
く
い
。
Ｅ
①
、
「
天
の
下
す
で
に
榎
ひ
て
降
る
野

の
光
」
が
天
子
の
威
光
と
二
重
映
し
の
表
現
で
あ
る
こ
と
や
、
②
の
「
橘
」
が
時
の
権
力
者
・
橘
諸
兄
の
寓
楡
で
あ
る
こ
と
は
、
題
詞

が
無
か
っ
た
ら
、
専
門
家
で
な
い
と
気
付
か
な
い
だ
ろ
う
。
⑦
な
ど
も
、
左
注
に
「
毒
一
一
左
大
臣
一
歌
」
と
あ
る
こ
と
を
題
詞
と
合
わ
せ

を
ち

て
、
結
句
「
い
や
変
若
に
咲
け
」
が
理
且
賓
を
言
寿
い
だ
も
の
だ
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。
⑧
も
同
様
で
、
研
究
者
な
ら
ば
結
び
の
宮
讃
め
・

国
讃
め
の
常
套
句
か
ら
、
こ
れ
が
主
上
の
讃
美
に
つ
な
が
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
だ
が
、
そ
の
知
識
と
題
詞
が
な
け
れ
ば
、
純
粋
な
叙

景
歌
に
み
え
た
と
し
て
も
無
理
は
な
い
。

Ｆ
①
み
野
降
る
冬
は
今
岡
の
み
燗
の
鴫
か
む
春
へ
は
明
Ⅱ
に
し
あ
る
ら
し
而
・
四
四
八
八
）

Ｆ
②
月
数
め
ば
い
ま
だ
冬
な
り
し
か
す
が
に
霞
た
な
び
く
春
立
ち
ぬ
と
か
（
刈
・
四
四
九
二
）

こ
ま

Ｆ
③
う
ち
な
び
く
春
と
も
し
る
く
う
ぐ
ひ
す
は
植
木
の
樹
間
を
鳴
き
渡
ら
な
む
（
、
・
四
四
九
五
）

右
な
ど
も
、
事
情
が
わ
か
ら
な
い
と
純
粋
な
自
然
観
賞
の
歌
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
①
は
「
〈
天
平
宝
字
元
年
》
十
二
月
十
八
日
、

於
二
大
監
物
一
一
一
形
王
之
宅
一
宴
歌
」
の
う
ち
主
人
一
一
一
形
王
の
歌
、
②
は
「
〈
天
平
宝
字
元
年
十
二
月
》
廿
三
日
、
於
二
治
部
少
輔
大
原
今
城

真
人
宅
一
宴
歌
」
、
③
は
天
平
宝
字
二
年
正
月
六
日
、
内
裏
で
の
「
内
庭
假
植
二
樹
木
一
、
以
作
昊
林
帷
一
而
為
ご
難
宴
一
歌
」
と
、
い
ず
れ

も
宴
席
歌
で
あ
る
。
こ
の
題
詞
の
情
報
に
よ
っ
て
、
歌
の
眼
回
は
、
好
ま
し
い
春
の
段
観
の
到
来
を
言
寿
ぐ
こ
と
で
、
宴
席
に
め
で
た

顛
の
寿
歌
に
な
る
。

こ
れ
に
比
べ
て

宛
ｖ
ｌ
ｗ
ｗ
脾
Ｊ
あ
く
Ｌ
丁
呵
Ｂ
Ｉ
Ｌ
０
ｒ
耐
』
Ｊ
ノ
セ
血
ブ
幻
Ｉ
Ｉ
Ｌ
－
ｊ
Ｉ
昨
●
府
ゴ
弓
勿
‐
篝
子
Ｊ
こ
り
小
口
ｗ
‐
’
６
Ｊ
］
ｎ
コ
。
宛
ｖ
『
」
１
〃
Ｌ
〆
、
ｎ
Ｍ
ノ
〉
毬
㈹
い
ふ
柄
０
戸
Ｕ
‐
『
ｊ
変
一
Ｊ
〃
畑
山
、
』
ｈ
肘
爬
ロ
ザ
ワ
し
「
可
／
Ⅲ
刑
引
庁
什
０
ｔ
ト
ノ
０
ノ
」
ｏ
も
エ
ー
ル
Ⅸ
小
必
ず
少
■
１
ヶ
０
昨
ｂ
Ｊ
、
司
刈
ｌ
ｊ
レ
０
昨
ｂ
Ｊ
、
吟
斗
ハ

ゐ
や
し
ろ

つ
ば
て
か
む
ほ
き
よ
ど
と

副
ｕ
〉
鋤
（
）
討
諦
「
事
の
志
太
米
と
、
跡
譲
の
神
宝
を
捧
げ
持
ち
て
、
神
の
礼
白
、
臣
の
礼
臼
と
、
恐
み
恐
み
も
天
つ
次
の
神
賀
の
吉
詞

ま
を
よ
そ

（
旧
〉

白
し
賜
は
く
と
奏
す
。
（
『
延
喜
式
』
巻
八
出
雲
舂
国
造
神
賀
詞
）

右
の
室
寿
き
の
詞
に
叙
さ
れ
た
建
築
の
各
部
分
や
、
出
雲
の
神
賀
詞
に
み
え
る
、
宮
廷
に
献
上
さ
れ
る
「
神
宝
」
の
数
々
を
、
宴
席

に
お
け
る
庭
園
の
漿
象
や
、
宴
座
に
持
ち
込
ま
れ
る
時
候
の
草
花
に
撒
き
換
え
て
、
短
歌
形
式
で
表
せ
ば
、
四
季
の
宴
に
お
け
る
【
Ｉ
】

事
の
志
太
米
、
白
鶴
の
生
御
調
の
玩
び
物
と
、
倭
文
の
大
御
心
も
た
し
み
い
、
彼
方
の
布
川
の
度
り
、
此
方
の
布
川
の
度
り
に
生

ひ
立
て
る
瀦
孵
粋
畔
の
、
搬
軒
罰
忍
口
創
識
赴
劉
ｕ
、
す
す
き
振
る
を
と
み
の
水
の
、
州
都
河
Ｒ
蹴
螂
歓
税
蝋
い
、
ま
そ
ぴ
の
大
御
鏡

の
面
を

し
ら
と
り
い
き
み
つ
⑭
し
つ
ｆ
～
Ｉ
Ｊ
Ｎ
ｒ
ｌ
に
Ｊ
１
Ｉ
ｊ
１
く
ノ
ー
く
Ｊ
ｊ
ｋ
ｒ
ｊ
Ｉ
く

わ
上
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讃
美
す
る
歌
も
詠
ま
れ
る
。
そ
の
趣
向
の
一
つ
と
し
て
、
Ｘ
を
別
の
め
で
た
く
明
る
い
形
象
に
擬
え
る
「
見
立
て
」
発
想
の
歌
が
現
れ

る
の
で
は
な
い
か
．
ｌ
こ
う
し
た
「
鴇
」
の
契
機
を
探
る
べ
く
も
う
少
し
万
葉
歌
か
ら
傍
識
を
集
め
て
み
た
い
．

い
気
分
を
招
来
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
わ
か
る
。

こ
の
（
Ⅱ
］
類
は
操
一
一
一
一
宣
す
れ
ば
祝
福
の
対
象
た
る
人
の
好
ま
し
い
状
態
を
墓
一
一
一
目
わ
な
く
て
も
ｌ
そ
の
人
の
生
命
力
の
鬘

と
見
て
い
る
景
物
を
讃
め
た
り
子
祝
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
十
分
に
祝
賀
の
歌
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
四
季
の
宴
席
に
お
け
る
、
囑
目
の
景
物
に
こ
と
よ
せ
た
祝
賀
の
歌
に
は
、

［
Ｉ
】
モ
ノ
Ｘ
（
寿
福
の
表
象
）
に
こ
と
よ
せ
て
、
祝
福
対
象
の
好
ま
し
い
状
態
を
直
接
言
い
立
て
る

【
Ⅱ
】
Ｘ
を
讃
美
す
る
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
に
人
を
言
寿
ぐ

の
二
様
が
あ
っ
た
。
宴
の
進
行
に
沿
っ
て
考
え
れ
ば
、
ま
ず
本
格
的
な
【
Ｉ
】
類
の
歌
が
う
た
わ
れ
、
そ
の
後
、
【
Ⅱ
］
類
が
続
い
た
も

の
と
思
う
が
、
私
見
で
は
、
右
の
【
Ⅱ
】
類
か
ら
、
物
と
物
を
置
換
す
る
『
古
今
集
」
風
の
見
立
て
の
歌
が
派
生
し
て
来
る
の
も
の
と

予
想
す
る
。
【
Ｉ
］
類
の
歌
ば
か
り
で
は
型
に
嵌
っ
て
面
白
味
が
な
い
の
で
、
宴
が
く
つ
ろ
い
で
自
由
な
気
分
に
な
っ
た
段
階
で
は
、
「
Ｘ

の
ご
と
く
、

な
ぞ

Ｇ
①
ほ
と
と
ぎ
す
こ
よ
鳴
き
渡
れ
燈
火
を
月
夜
に
擬
へ
そ
の
影
ゴ
ロ
見
む
（
皿
．
四
○
五
四
）

し
づ

た
ま

Ｇ
②
藤
浪
の
影
な
す
海
の
底
清
み
沈
く
石
を
玖
ロ
珠
と
そ
あ
が
見
る
（
四
・
四
一
九
九
）

さ
ぬ
が
色

Ｇ
③
わ
が
背
子
が
捧
げ
て
持
て
る
ほ
ほ
が
－
し
は
あ
た
か
も
似
る
か
青
き
蓋
（
四
・
四
一
一
○
四
）

Ｇ
④
松
影
の
清
き
浜
辺
に
玉
敷
か
ば
君
来
ま
き
む
か
清
き
浜
辺
に
（
四
・
四
二
七
一
）

い
へ

Ｇ
⑤
な
で
し
こ
は
秋
咲
く
も
の
を
君
が
宅
の
雪
の
巌
に
咲
け
り
け
る
か
も
（
四
・
四
一
一
一
一
一
一
）

か
ざ
し

Ｇ
⑥
雪
の
嶋
巌
に
植
ゑ
た
る
な
で
し
こ
は
千
代
に
咲
か
ぬ
か
君
が
播
頭
に
（
ｎ
．
四
二
一
一
一
一
一
）

四 あ
な
た
様
は
Ｙ
で
あ
る
（
そ
う
あ
り
ま
す
よ
う
に
）
」
の
波
線
部
を
言
わ
な
い
で
、
寿
福
の
表
象
Ｘ
を
、
趣
向
を
凝
ら
し
て
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④
は
事
情
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
ど
こ
か
の
海
辺
が
印
象
さ
れ
る
が
、
天
平
勝
宝
四
年
十
一
月
八
日
、
橘
諸
兄
宅
で
の
「
騨
宴
」
の

時
の
藤
原
八
束
の
歌
で
、
「
清
き
浜
辺
」
は
庭
園
の
池
畔
を
海
に
見
立
て
た
の
で
あ
る
。
主
人
の
諸
兄
は
前
の
四
一
一
七
○
番
歌
で
自
邸
を

「
葎
は
ふ
賎
し
き
屋
戸
」
と
謙
遜
し
て
い
る
が
、
そ
こ
は
行
幸
に
よ
り
祝
福
さ
れ
、
「
清
き
」
土
地
と
な
る
。
庭
園
を
自
然
の
海
山
の
如

よ
ぞ
し
ど
り

く
歌
う
の
は
、
他
に
も
「
鳥
山
に
照
れ
る
橘
」
（
四
一
一
七
六
）
「
磯
の
浦
に
常
喚
び
来
棲
む
鴛
鴬
の
」
（
四
五
○
五
）
な
ど
例
が
多
い
が
、

そ
も
そ
も
庭
自
体
が
「
見
立
て
」
の
心
意
で
造
築
さ
れ
て
い
る
た
め
、
違
和
感
は
感
じ
な
か
っ
た
ろ
う
。
但
し
こ
の
類
い
は
、
作
歌
事

情
を
記
し
た
題
詞
や
左
注
の
補
助
あ
っ
て
初
め
て
「
見
立
て
」
の
歌
だ
と
気
付
く
も
の
で
、
歌
だ
け
で
自
立
し
て
「
あ
る
物
を
別
の
物

に
置
き
換
え
る
」
表
現
を
完
結
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
古
今
集
の
見
立
て
の
歌
と
は
ま
だ
距
離
が
あ
る
も
の
の
、
「
似
せ
物
」
を
見
て
、

①
は
「
橡
久
米
朝
臣
広
縄
之
舘
、
饗
二
田
辺
史
福
麿
一
宴
歌
四
首
」
中
の
家
持
作
。
そ
の
前
の
二
首
（
四
○
五
一
一
・
四
○
五
一
一
一
）
で
、

宴
席
に
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
が
聞
こ
え
な
い
の
を
惜
し
ん
で
い
る
の
で
月
夜
を
飛
ぶ
ほ
と
と
ぎ
す
の
映
像
と
い
う
の
は
、
心
象
に
あ
る

絵
画
的
幻
像
と
い
え
る
。
②
は
題
詞
に
「
〈
天
平
勝
宝
一
一
年
四
月
》
十
一
一
日
、
遊
二
覧
布
勢
水
海
一
、
船
二
泊
於
多
姑
濁
一
望
二
見
藤
花
一
、
各

述
レ
懐
作
歌
四
首
」
と
あ
る
う
ち
の
家
持
作
で
明
記
は
し
て
い
な
い
が
、
当
地
で
宴
を
張
っ
た
の
だ
ろ
う
。
水
底
に
映
る
藤
波
の
色
彩

に
触
発
さ
れ
た
こ
の
歌
に
は
、
紀
貫
之
の
屏
風
歌
を
坊
佛
と
さ
せ
る
感
覚
が
あ
る
。
ま
ず
実
景
を
み
て
の
詠
だ
ろ
う
が
、
「
珠
」
と
い
う

見
立
て
は
、
宴
席
を
言
寿
ぐ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
③
は
日
付
が
な
い
が
、
前
後
の
配
列
か
ら
し
て
②
の
遊
覧
の
帰
途
か
と
思
わ
れ
る
。
題

に
は
「
見
二
準
折
保
賓
葉
一
歌
」
と
あ
っ
て
、
献
上
さ
れ
た
ホ
オ
ガ
ン
ワ
を
家
持
が
捧
げ
持
っ
て
い
る
ざ
ま
を
、
作
者
の
講
師
僻
が
識
美

し
た
の
で
あ
る
。
次
の
四
二
○
五
番
歌
か
ら
判
断
し
て
、
こ
れ
も
宴
席
歌
に
ち
が
い
な
い
。
あ
た
か
も
青
い
天
蓋
の
よ
う
だ
と
い
う
の

は
、
実
際
の
形
状
の
類
似
に
よ
る
常
識
的
な
比
楡
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
宴
に
相
応
し
い
晴
々
と
し
た
歌
を
と
い
う
こ
と
で
鵡
目
の

物
象
を
め
で
た
い
物
象
に
置
き
換
え
て
表
現
し
た
り
、
幻
想
的
な
映
像
を
歌
っ
た
り
す
る
。
「
見
立
て
」
の
動
機
が
よ
く
察
せ
ら
れ
る
例

と
思
う
。

あ
る
。

右
の
歌
々
は
、
「
古
今
集
』
の
見
立
て
の
歌
に
比
べ
る
と
技
法
が
素
朴
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
鳴
目
の
物
象
を
別
の
物
に
置
き
換

え
て
見
よ
う
と
し
て
い
る
、
も
し
く
は
非
現
実
の
表
現
を
現
実
と
感
受
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
そ
う
い
っ
た
心
意
が
読
み
取
れ
る
例
で
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８
は
ぐ
れ
る
。

そ
う
し
た
天
然
の
景
勝
に
見
立
て
た
庭
を
、
さ
ら
に
縮
約
化
し
た
も
の
が
「
洲
浜
」
で
あ
ろ
う
。
Ｇ
⑤
⑥
は
、
天
平
勝
宝
三
年
正
月

の
歌
で
、
題
詞
に
よ
り
、
庭
に
造
っ
た
洲
浜
状
の
も
の
に
感
興
を
催
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
巻
四
・
四
二
二
九

番
歌
を
引
い
た
時
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
正
月
は
大
雪
で
あ
っ
た
。
恒
例
の
国
庁
で
の
饗
宴
の
後
、
三
日
に
介
内
蔵
忌
寸
縄
麻
呂
の

館
に
集
会
し
て
宴
が
開
か
れ
た
。
「
干
し
時
、
積
し
雪
彫
二
成
重
巌
之
起
一
、
奇
巧
縁
二
發
草
樹
之
花
一
」
と
あ
る
か
ら
、
雪
を
積
ん
で
岩
が

み

重
な
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
こ
し
ら
え
、
造
り
物
の
草
木
を
掻
し
て
岩
山
を
飾
っ
た
ら
し
い
。
「
此
を
属
て
」
久
米
広
縄
が
詠
ん
だ
の
が

⑤
、
さ
ら
に
「
遊
行
女
婦
蒲
生
娘
子
」
が
和
し
た
の
が
⑥
の
歌
で
あ
る
。
二
首
と
も
、
古
今
集
の
歌
風
に
通
じ
る
詠
み
ぶ
り
で
興
味
深

い
。
特
に
⑥
は
、
先
に
古
今
集
の
見
立
て
の
典
型
と
し
て
引
い
た
例
歌
の
中
の

Ａ
②
春
く
れ
ば
宿
に
ま
づ
さ
く
梅
の
花
君
が
千
年
の
か
ざ
し
と
ぞ
見
る
（
賀
．
三
五
二
）

な
ど
に
非
常
に
近
接
し
て
い
る
。
「
見
立
て
」
の
歌
の
典
型
が
、
宴
席
に
お
け
る
祝
賀
の
歌
、
そ
れ
も
洲
浜
や
屏
風
絵
な
ど
の
造
型
物
に

こ
と
よ
せ
た
言
寿
ぎ
の
歌
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
有
力
に
裏
付
け
る
資
料
と
考
え
る
。

屏
風
絵
と
い
え
ば
、
万
葉
集
中
に
も
、
稀
少
な
が
ら
「
絵
解
き
」
の
歌
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
歌
が
存
在
す
る
。

Ｈ
①
秋
さ
ら
ば
今
も
見
る
如
妻
恋
ひ
に
鹿
鳴
か
む
山
ぞ
高
野
原
の
上
（
１
．
八
四
）

み
や
ぴ
を

Ｈ
②
海
原
の
遠
き
渡
を
遊
士
の
遊
び
を
兇
む
と
な
づ
さ
ひ
ぞ
来
し
（
６
．
一
○
一
一
ハ
）

Ｈ
③
と
こ
し
へ
に
夏
冬
行
け
や
か
は
ご
ろ
も
扇
放
た
ぬ
山
に
住
む
人
（
９
．
’
六
八
二
）

ほ
こ

Ｈ
④
池
神
の
力
士
舞
か
も
白
鷺
の
桙
啄
ひ
持
ち
て
飛
び
渡
ら
な
む
（
咽
・
三
八
一
二
一
）

①
は
題
詞
に
「
長
皇
子
與
二
志
賀
皇
子
一
於
二
佐
紀
宮
一
倶
宴
歌
」
と
あ
る
う
ち
の
長
皇
子
の
作
で
、
「
秋
に
な
っ
た
ら
ば
、
今
見
て
い

る
よ
う
に
…
…
」
と
い
う
一
一
一
一
口
い
方
が
古
来
不
審
と
さ
れ
て
き
た
が
、
山
Ⅲ
孝
雄
氏
『
万
葉
集
講
義
」
が
、

○
秋
に
あ
ら
ず
し
て
鹿
の
嶋
く
を
目
に
見
る
と
い
ふ
以
上
、
こ
れ
は
そ
の
実
景
を
い
へ
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
そ
の
状
を
か
た
ど
れ
る

物
を
見
た
る
な
り
と
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
や
。
彼
是
を
合
せ
て
考
ふ
る
に
、
こ
れ
は
此
の
御
宴
の
席
に
鹿
の
山
に
在
り
て
妻
を
恋

そ
こ
に
は
実
在
し
な
い
本
物
を
感
じ
る
と
い
う
心
性
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
早
く
か
ら
な
じ
み
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
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8７ 
ひ
鳴
け
る
状
を
象
れ
る
洲
浜
を
か
ざ
り
て
あ
り
し
か
、
又
は
そ
の
状
を
か
け
る
絵
な
ど
の
障
子
屏
風
な
ど
た
て
て
あ
り
し
な
ら
む
、

そ
の
作
物
又
は
絵
な
ど
を
兄
そ
な
は
し
て
…
…

と
説
い
て
以
後
、
こ
の
説
が
有
力
と
な
っ
た
。
「
屏
風
」
が
既
に
白
鳳
期
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
日
本
書
紀
朱
烏
元
年
四
月
条
の
新
羅
調

進
物
の
記
録
な
ど
か
ら
知
れ
る
の
で
、
当
時
、
貴
人
の
邸
宅
を
「
唐
絵
屏
風
」
が
飾
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
③
の
人
麻
呂
歌
集
歌
の
場
合
に
も
、
題
に
「
献
二
忍
壁
皇
子
一
歌
一
首
詠
一
一
仙
人
形
一
」
と
あ
っ
て
、
中
国
の
神
仙
思
想
の
世
界

を
描
い
た
山
水
屏
風
が
渡
来
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
は
「
（
天
平
九
年
）
春
二
月
、
諸
大
夫
等
集
二
左
小
辮
巨
勢
宿
奈
麻
呂
朝
臣
家
一
宴
歌
」
で
、
左
往
に
「
右
一
首
、
書
一
一
白
紙
や
懸
二
著

屋
壁
《
也
。
題
云
蓬
莱
仙
媛
所
レ
化
鍵
緬
、
為
二
風
流
秀
才
之
士
一
笑
。
斯
凡
客
不
レ
所
昆
望
見
一
故
」
と
あ
る
。
一
首
は
白
紙
に
辨
い
て
、

「
蓬
莱
の
仙
女
の
化
身
た
る
「
遮
蔽
」
は
、
風
流
才
子
に
し
か
見
え
な
い
の
だ
」
と
い
っ
た
意
味
の
題
を
添
え
て
壁
に
懸
け
て
あ
っ
た
と

ふ
く
ろ
か
つ
一
・
句

い
う
。
つ
ま
り
、
紙
に
い
わ
く
つ
き
の
誕
蔑
の
絵
で
も
書
い
て
あ
っ
て
、
歌
は
そ
の
絵
解
き
と
し
て
、
「
仙
媛
」
の
立
場
で
詠
ん
だ
も
の

〈
鋤
）

か
、
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

④
は
「
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
八
首
」
の
な
か
の
一
首
で
、
「
詠
一
一
白
鷺
啄
レ
木
飛
一
歌
」
と
い
う
題
を
持
つ
。
前
の
七
首
が
、
後
世
の
「
物

（
加
）

名
歌
」
風
の
歌
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
伊
藤
博
氏
は
、
当
歌
も
宴
席
の
戯
笑
歌
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
考
、
え
、
「
「
白
鷺
の
木
を
啄
ひ
て

飛
ぶ
」
さ
ま
を
描
い
た
絵
な
ど
を
見
て
の
作
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
宴
席
に
そ
ん
な
歌
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
歌
に
せ
よ
と
言
わ
れ
て
、

「
池
神
の
力
士
舞
」
に
関
係
さ
せ
た
絵
解
き
の
歌
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
池
杣
の
力
士
鋒
」
は
、
美
女
の
呉
女
を
追
う

毘
滞
の
男
根
を
力
士
が
梓
で
落
と
し
、
そ
れ
を
振
っ
て
舞
う
と
い
う
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
伎
楽
で
あ
り
、
④
が
奇
抜
な
見
立
て
の
歌
で
あ

こ
う
見
渡
し
て
来
る
と
、
「
見
立
て
」
の
歌
が
生
ま
れ
や
す
い
環
境
と
し
て
、
や
は
り
宴
席
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
絵
や
洲
浜
状
の
造

型
物
が
あ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
条
件
が
抽
出
で
き
る
。
前
項
で
「
寿
福
の
表
象
Ｘ
」
と
言
い
表
し
た
が
、
大
陸
渡
来
の
、
神
仙
世
界
を

描
い
た
屏
風
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
れ
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

「
古
今
災
」
で
成
熟
す
る
和
歌
の
「
見
立
て
」
の
手
法
は
、
そ
の
基
底
に
、
賀
の
宴
席
に
お
い
て
、
祝
福
の
対
象
に
捧
げ
ら
れ
る
造
型

る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
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（
狸
）

『
貫
之
集
」
九
巻
は
、
巻
頭
に
「
恋
」
（
巻
五
）
・
「
別
」
（
巻
七
）
・
「
哀
傷
」
（
巻
八
）
の
よ
う
に
部
立
名
士
廷
記
す
巻
と
、
そ
う
で

な
い
巻
と
が
あ
り
、
屏
風
歌
の
集
成
で
あ
る
巻
一
か
ら
巻
四
は
後
者
に
あ
た
る
。
そ
の
屏
風
歌
の
部
は
、
全
体
の
分
類
か
ら
し
て
勅
撰

集
で
い
え
ば
四
季
の
部
に
相
当
す
る
と
も
見
ら
れ
る
が
、
「
賀
」
の
部
に
あ
た
る
巻
六
と
比
べ
て
、
歌
自
体
の
内
容
は
そ
う
差
が
あ
る
と

は
思
え
な
い
。
四
季
の
歌
と
い
う
よ
り
、
万
葉
歌
以
来
の
、
祝
賀
の
寿
歌
の
系
譜
上
に
あ
る
歌
も
少
な
く
な
い
。
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と

が
明
確
な
も
の
を
巻
四
ま
で
に
集
め
、
巻
六
に
は
、
洲
浜
を
詠
ん
だ
歌
と
か
、
資
料
に
屏
風
歌
と
明
記
さ
れ
な
い
歌
を
集
め
た
も
の
か

物
に
ち
な
ん
で
め
で
た
い
議
を
鑿
ｌ
屏
風
歌
の
場
倉
長
寿
蓋
の
覺
嘉
く
ｌ
と
い
う
鴬
が
あ
っ
て
そ
こ
か

ら
発
展
し
て
、
美
的
観
念
的
な
四
季
の
叙
景
歌
に
ま
で
領
域
を
広
げ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
「
貫
之
集
」
の
屏
風
歌
の
世

界
に
そ
の
痕
跡
を
探
っ
て
、
考
察
の
結
び
と
す
る
。

と
も
思
わ
れ
る
。

Ｉ
③
世
と
と
も
に
行
か
ふ
舟
を
見
る
ご
と
に
ほ
に
出
て
君
を
千
歳
と
ぞ
恩
ふ
（
一
六
六
）

［
「
延
長
四
年
、
清
貫
の
民
部
卿
六
十
賀
、
恒
佐
の
中
納
言
内
方
せ
ら
れ
け
る
」
よ
り

Ｉ
④
君
が
た
め
わ
が
折
る
花
は
春
遠
く
千
歳
み
た
ぴ
を
折
っ
、
ぞ
咲
く
二
七
六
）

［
「
廷
喜
御
時
、
内
裏
御
屏
風
の
歌
」
よ
り
「
人
の
家
の
竹
お
ほ
く
お
ひ
た
る
』

［
「
延
喜
二
年
五
月
、
中
宮
の
御
屏
風
の
和
歌
」
よ
り
「
集
り
て
、
元
日
、
酒
飲
む
所
」
］

と
せ

Ｉ
①
昨
日
よ
り
を
ち
を
ば
知
ら
ず
百
年
の
春
の
は
じ
め
は
今
日
に
ぞ
あ
り
け
る
（
’
一
二
九
）

弓
延
長
二
年
、
左
大
臣
の
北
の
方
の
御
屏
風
の
歌
」
よ
り
「
白
浜
」
］

Ｉ
②
君
が
代
の
年
の
数
を
ば
白
妙
の
浜
の
ま
き
ご
と
誰
か
い
ひ
け
ん
（
一
六
五
）

五

［
右
同
「
室
生
」
］

「
桃
の
花
女
ど
も
の
折
る
所
」
］
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い
う
絵
、
⑦
は
「
道
行
・

之
が
⑥
の
よ
う
に
、
松

の
発
想
か
ら
、
鶴
の
Ｐ

経
緯
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

Ｉ
⑤
竹
を
し
も
お
は
く
植
ゑ
た
る
宿
な
れ
ば
千
歳
を
ほ
か
の
物
と
や
は
見
る
（
二
三
九
）

晴
儀
の
屏
風
絵
が
多
い
の
で
、
右
の
よ
う
な
予
祝
の
歌
が
必
然
的
に
多
く
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
画
題
（
Ⅱ
歌
題
）
は
、

長
寿
の
瑞
祥
を
表
す
も
の
（
松
・
鶴
・
雪
・
菊
・
常
盤
山
・
浜
の
真
砂
な
ど
）
に
偏
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
う
い
う
制
約
下
で
古
来
の

「
寄
物
陳
思
」
方
式
で
詠
ん
で
も
、
殆
ど
同
じ
よ
う
な
歌
し
か
出
来
な
い
。
そ
こ
で
、
類
型
を
少
し
で
も
突
き
破
る
た
め
、
漢
詩
文
の
素

養
を
生
か
し
て
、
ま
ず
賀
の
歌
で
「
見
立
て
」
が
工
夫
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

Ｊ
①
我
宿
の
松
の
木
ず
ゑ
に
住
む
鶴
は
千
代
の
雪
か
と
忠
ふ
く
ら
也
宝
二

Ｊ
②
千
代
ま
で
の
雪
か
と
見
れ
ば
松
風
に
た
ぐ
ひ
て
た
づ
の
声
ぞ
間
こ
ゆ
る
（
七
四

Ｊ
③
松
が
枝
に
降
り
し
く
雪
を
葦
田
鶴
の
千
代
の
ゆ
か
り
に
経
る
か
と
ぞ
見
る
三
七
八
）

Ｊ
④
松
が
枝
に
つ
る
か
と
兇
ゆ
る
白
雪
は
つ
も
れ
る
年
の
し
る
し
な
り
け
り
（
三
六
五
）

と
せ

』
⑤
な
ご
り
を
ば
松
に
か
け
つ
、
百
年
の
春
の
み
な
と
に
咲
け
る
藤
浪
（
一
一
一
四
一
一
）

Ｊ
⑥
松
も
み
な
鶴
も
千
歳
の
世
を
ふ
れ
ば
春
て
ふ
春
の
花
を
こ
そ
見
め
（
三
九
一
）

Ｊ
⑦
よ
そ
な
れ
ば
汀
に
立
て
る
葦
田
鶴
を
狼
か
雪
か
と
わ
き
ぞ
か
ね
つ
る
（
四
五
八
）

松
・
鶴
の
取
り
合
わ
せ
や
、
雪
－
鶴
の
見
立
て
は
こ
の
時
代
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
松
も
鶴
も
、
在
来
の
民
俗
に
お
い
て
も
信
仰

が
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
う
し
て
文
芸
の
上
に
瑞
祥
と
し
て
観
念
的
に
固
定
し
て
く
る
の
は
、
直
接
に
は
、
中
国
の
神
仙
思
想
の
反
映
し

（
麹
）

た
山
水
図
屏
風
、
お
よ
び
そ
れ
に
添
、
え
ら
れ
た
屏
風
詩
の
影
響
に
よ
る
ら
し
い
。
万
葉
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
新
風
だ
が
、
多
作
を
強

い
ら
れ
た
せ
い
か
、
す
ぐ
に
類
型
化
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
右
の
う
ち
、
⑥
は
「
三
月
、
池
の
中
島
に
松
、
鶴
、
藤
の
花
あ
り
」
と

い
う
絵
、
⑦
は
「
道
行
人
、
河
の
ほ
と
り
に
鶴
群
れ
ゐ
た
る
を
見
る
」
と
い
う
絵
で
あ
る
旨
注
記
が
あ
る
が
、
他
は
不
明
で
あ
る
。
貫

之
が
⑥
の
よ
う
に
、
松
・
鶴
の
描
か
れ
た
絵
を
み
て
数
多
く
の
賀
の
歌
を
作
る
う
ち
に
、
瑞
祥
と
し
て
共
通
す
る
景
物
ど
う
し
の
互
換

の
発
想
か
ら
、
鶴
の
い
な
い
雪
の
絵
か
ら
、
色
彩
の
刺
激
で
鶴
を
連
想
す
る
、
と
い
っ
た
見
立
て
を
思
い
着
い
た
の
は
、
ご
く
自
然
な

貫
之
歌
が
概
し
て
静
止
的
な
の
は
屏
風
絵
と
い
う
題
材
の
影
響
に
よ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
も
う
一
つ
、
「
移
り
変
わ
ら
な
い
」
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０
 

９
か
ら
で
も
あ
る
と
思
う
。

Ｋ
①
浦
ご
と
に
咲
き
い
づ
る
狼
の
花
見
れ
ば
海
に
は
春
も
暮
れ
ぬ
な
り
け
り
（
二
○
五
）

Ｋ
②
糸
と
さ
へ
見
え
て
流
る
、
滝
な
れ
ぱ
た
ゆ
く
く
も
あ
ら
ず
ぬ
け
る
白
玉
二
七
八
）

ふ
る

Ｋ
③
白
波
の
故
郷
な
れ
や
紅
葉
葉
の
錦
を
着
つ
、
た
ち
か
へ
る
ら
ん
（
八
七
）

ば
た

か
ら

Ｋ
④
秋
来
れ
ば
機
織
る
虫
の
有
な
へ
に
唐
錦
に
も
見
ゆ
る
野
辺
か
な
（
一
二
五
九
）

み
な
か
み

Ｋ
⑤
水
上
に
ひ
ち
て
咲
け
れ
ど
菊
の
花
う
つ
る
ふ
影
は
流
れ
ざ
り
け
り
（
四
五
一
ハ
）

も
も
と
せ

貫
之
歌
に
は
「
百
年
の
春
」
（
一
一
一
八
、
一
一
一
四
一
一
な
ど
）
と
か
「
百
年
の
（
干
々
の
）
秋
」
（
’
六
九
・
一
一
一
九
六
）
と
い
っ
た
表
現
が

見
え
る
。
右
の
（
〕
②
や
、
長
寿
を
実
現
す
る
「
菊
水
」
の
伝
承
を
ふ
ま
え
た
⑤
な
ど
は
、
そ
う
い
う
永
遠
性
を
表
現
す
る
ね
ら
い
で
詠

ま
れ
た
見
立
て
の
歌
で
あ
ろ
う
。
③
の
紅
葉
と
い
う
題
材
は
、
ふ
つ
う
移
る
い
や
す
い
も
の
の
代
表
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紅
葉
の
落

葉
が
寄
る
渚
を
、
白
波
（
こ
れ
も
長
寿
の
表
象
）
が
出
世
し
て
故
郷
に
錦
を
飾
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
め
で
た
く
見
立
て
て
い
る
。
④

も
同
様
で
、
秋
の
野
の
彩
は
や
が
て
色
槌
せ
る
が
、
そ
れ
を
「
機
織
り
虫
」
が
滅
び
な
い
唐
錦
を
織
り
あ
げ
た
、
と
見
立
て
た
。
芸
術

的
に
は
現
代
人
の
感
性
を
刺
激
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
歌
が
披
露
さ
れ
る
場
を
考
え
れ
ば
、
慶
賀
の
効
果
を
あ
げ
る
の
に
相
応
し

く
、
同
工
異
曲
の
歌
が
つ
く
ら
れ
続
け
た
こ
と
も
納
得
で
き
る
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
、
貫
之
を
例
に
し
て
考
え
る
と
、
そ
の
見
立
て
の
手
法
の
基
本
は
、
賀
の
歌
の
習
練
の
な
か
で
育
ま
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
察
せ
ら
れ
る
。
万
葉
歌
以
来
の
、
モ
ノ
（
屏
風
絵
や
洲
浜
の
瑞
象
）
に
こ
と
よ
せ
て
人
の
健
康
・
長
寿
を
直
接
言
い
立
て
て
祝
う

ｂ
も
と
せ

と
い
う
だ
け
で
は
飽
き
足
り
な
く
な
っ
て
、
あ
る
瑞
象
を
他
の
瑞
象
に
置
き
換
え
て
表
現
し
た
り
、
四
季
日
常
の
風
景
画
を
「
百
年
」

「
飛
織
」
の
風
景
、
絵
以
上
に
華
麗
な
世
界
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
祝
賀
の
目
的
を
果
た
す
。
そ
の
よ
う
な
試
み
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、

「
見
立
て
」
の
技
法
は
磨
か
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
今
の
良
い
状
態
が
ず
っ
と
続
く
」
「
長
い
時
を
経
る
」
と
い
っ
た
永
遠
へ
の
希
求
が
、
披
露
さ
れ
る
場
の
性
格
か
ら
し
て
求
め
ら
れ
た

＊
＊
＊
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し
か
し
、
万
葉
歌
に
つ
な
が
る
と
い
っ
て
も
、
ど
こ
で
歌
を
作
っ
た
か
と
い
う
違
い
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
万
葉
の
宴

席
歌
は
、
宴
に
集
っ
た
人
が
、
そ
の
場
で
朗
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。
尤
も
す
べ
て
即
興
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
家
持
の
歌
日
誌
に
は

「
儲
作
」
「
子
作
」
と
記
さ
れ
た
例
が
数
首
あ
る
か
ら
、
事
前
に
準
備
し
て
お
く
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
歌
は
作
者
当

な
ま

人
が
宴
席
で
発
表
す
る
の
で
、
そ
の
場
で
誕
生
す
る
と
い
う
生
の
印
象
が
濃
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
歌
合
に
お
け
る
洲
浜
の
歌
な
ど
は

（
割
）

別
と
し
て
、
屏
風
歌
の
場
合
は
、
ふ
つ
う
は
祝
賀
の
場
で
作
る
の
で
は
な
く
、
事
前
の
受
注
制
作
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
作
者
は
調

進
前
の
屏
風
絵
を
み
て
歌
作
す
る
。
そ
れ
を
能
書
家
が
屏
風
に
書
き
込
ん
で
完
成
品
と
な
り
、
貴
人
に
届
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
祝
賀
の

会
場
で
、
歌
は
文
字
に
な
っ
て
、
絵
と
と
も
に
観
賞
さ
れ
る
。
歌
の
享
受
の
さ
れ
方
は
、
万
葉
の
時
代
と
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

音
楽
を
離
れ
て
紙
面
の
文
芸
へ
、
と
い
う
短
歌
の
変
質
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
屏
風
歌
は
黙
読
し
て
観
賞
さ
れ
た
ろ
う
か
。
資
料
に
乏
し
く
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、
絵
巻
物
は
侍
女
が
貴
人
に
読
ん
で

聞
か
せ
た
こ
と
を
参
考
に
す
る
と
、
屏
風
歌
も
朗
読
さ
れ
て
享
受
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
専
門
歌
人
は
、
卑
賎
の
身
分
ゆ
え
そ
の
場

に
不
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
絵
の
中
の
歌
は
朗
唱
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
と
ば
の
呪
力
が
貴
人
に
感
染
し
、
絵
の
世
界
と
と
も
に

寿
福
が
そ
の
人
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
に
な
っ
た
、
と
考
え
た
い
。

祝
宴
に
つ
き
も
の
の
洲
浜
と
い
う
の
は
、
「
見
立
て
」
に
よ
る
大
自
然
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
折
口
信
夫
に
よ
れ

（
坊
）

ば
、
そ
れ
は
祭
り
に
お
け
る
標
山
の
類
の
観
念
化
を
経
た
も
の
だ
と
い
う
。
祭
で
高
く
立
て
る
も
の
の
系
統
と
い
う
の
は
、
神
降
臨
の

よ
し
る

目
じ
る
し
と
な
る
「
依
り
代
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
そ
れ
を
立
て
る
所
が
神
の
居
処
Ⅱ
祭
場
と
な
る
。
こ
の
考
え
を
援
用
し
て
、
洲
浜
の

さ
ら
に
美
術
品
化
し
た
も
の
が
屏
風
絵
だ
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
造
型
物
に
こ
と
よ
せ
た
祝
賀
を
基
調
と
す
る
和
歌
の
見
立
て
は
、
遠

く
は
神
事
に
お
け
る
呪
言
の
発
唱
に
淵
源
す
る
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
前
号
掲
載
の
拙
稿
で
、
ミ
タ
テ
と
い
う
語
は
、
呪
的
文

言
の
発
唱
を
核
心
と
し
て
非
日
常
世
界
と
交
わ
る
儀
礼
的
行
為
を
指
す
語
で
あ
っ
た
と
考
察
し
た
。
和
歌
文
学
で
は
ミ
タ
テ
と
い
う
歌

考
察
し
た
。

し
か
し
、

以
上
、
「
古
今
集
」
時
代
の
見
立
て
の
和
歌
は
、
祝
賀
の
場
に
お
け
る
造
型
物
（
屏
風
絵
・
洲
浜
）
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
注

目
し
、
そ
の
根
は
、
前
時
代
の
四
季
の
宴
席
で
の
、
臘
目
の
具
象
物
Ｔ
寿
福
の
表
象
）
に
こ
と
よ
せ
た
寿
歌
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
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9２ 
学
用
語
こ
そ
確
認
で
き
な
い
が
、
和
歌
の
見
立
て
の
精
神
は
、
確
か
に
ミ
タ
テ
の
語
源
に
通
じ
、
ま
た
後
代
の
諸
分
野
の
見
立
て
の
持

（
配
）

つ
「
聖
性
」
、
め
で
た
く
明
る
い
性
格
に
も
通
ず
る
と
い
う
見
通
し
が
得
ら
れ
る
も
の
と
考
、
え
る
。

題
詞
等
の
補
助
な
し
で
、
歌
だ
け
で
自
立
し
て
「
物
と
物
の
超
現
実
的
な
置
換
」
を
完
結
し
た
「
古
今
集
」
の
見
立
て
の
和
歌
は
、

確
か
に
詩
論
の
好
対
象
で
は
あ
る
が
、
紙
面
に
固
定
し
た
姿
で
の
み
捕
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
享
受
さ
れ
た
「
場
」
の
考
察
も
、

日
本
人
の
「
見
立
て
」
を
総
合
的
に
考
え
る
際
に
は
有
効
と
思
う
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
の
中
で
「
似
せ
物
」
を
「
本
物
」
と
見
る
と
い
う
感
性
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る

土
台
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
言
語
伝
承
に
伴
う
信
仰
Ｉ
「
神
授
の
詞
」
と
い
っ
た
信
仰
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
見

立
て
の
根
本
は
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
紙
数
の
関
係
で
今
回
は
考
察
の
余
裕
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、
屏
風
絵
に
美
術
以
外
の
意

義
を
探
ろ
う
と
い
う
場
合
大
嘗
会
屏
風
歌
は
当
然
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
ま
た
稲
を
改
め
て
取
り
組

む
こ
と
に
す
る
。

［
注
］

（
１
）
拙
稿
『
見
立
て
」
小
考
ｌ
そ
の
源
流
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
本
教
養
部
「
紀
要
」
第
一
○
四
号
人
文
科
学
綱
）

（
２
）
小
沢
正
夫
氏
「
古
今
集
の
世
界
増
補
版
」
第
三
章
「
古
今
調
の
成
立
過
程
」
－
三

（
３
）
小
西
甚
一
氏
「
古
今
集
的
表
現
の
成
立
」
会
日
本
学
士
院
紀
要
」
七
巻
三
号
）

（
４
）
小
島
憲
之
氏
「
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
下
」
第
七
篇
第
三
章

（
５
）
片
桐
洋
一
氏
「
古
今
和
歌
集
の
研
究
」
Ⅲ
’
三
「
「
見
立
て
」
ｌ
そ
の
成
立
と
古
今
集
」

（
６
）
小
町
谷
照
彦
氏
「
古
今
和
歌
集
と
歌
こ
と
ば
表
現
」
第
三
章
第
四
節
「
映
像
的
思
惟
の
確
立
」

（
７
）
鈴
木
日
出
男
氏
「
古
代
和
歌
史
論
」
第
三
編
第
五
章
「
見
立
て
の
成
立
と
意
義
」

（
８
）
鈴
木
宏
子
氏
「
〈
雪
と
花
の
見
立
て
〉
考
Ｉ
万
葉
集
か
ら
古
今
集
へ
ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
⑰
年
９
月
量

（
９
）
川
村
児
生
氏
「
詞
書
の
意
味
す
る
も
の
」
ｓ
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
平
成
７
年
８
月
号
）

耐
）
片
野
達
郎
氏
「
日
本
文
芸
と
絵
画
の
相
関
性
の
研
究
」
第
一
部
第
四
章
「
屏
風
歌
の
研
究
」

（
、
）
注
（
７
）
論
文
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9３ 
Ｅ
）
「
折
口
信
夫
全
集
」
〈
旧
〉
第
一
巻
所
収
「
萬
葉
集
研
究
」
、
第
九
巻
所
収
「
萬
葉
集
講
義
」

（
、
）
「
池
田
弥
三
郎
著
作
集
」
第
四
巻
所
収
「
日
本
文
学
と
芸
能
と
の
か
か
わ
り
」

、
）
倉
林
正
次
氏
「
饗
宴
の
研
究
」
（
儀
礼
編
）
（
祭
祀
編
）

（
応
）
「
折
口
信
夫
全
集
」
〈
旧
〉
第
二
巻
所
収
「
翁
の
発
生
」
、
第
三
巻
所
収
「
能
楽
に
お
け
る
「
わ
き
」
の
意
義
」
、
第
一
巻
所
収
「
国
文
学

の
発
生
（
第
四
稿
）
」
な
ど

Ｂ
）
「
定
本
柳
田
国
男
集
」
第
七
巻
所
収
「
笑
の
本
願
」

（
ロ
）
井
口
樹
生
氏
「
新
年
「
離
し
詞
」
の
系
譜
」
言
境
界
芸
文
伝
承
研
究
」
所
収
）

盃
）
土
橋
寛
氏
「
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
」

（
四
）
青
木
紀
元
氏
「
祝
詞
古
伝
承
の
研
究
」
所
収
の
「
古
文
芸
の
序
詞
」
中
の
訓
読
文
に
拠
っ
た
。

（
型
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
「
万
葉
集
」
の
一
○
’
六
番
歌
補
注
参
照
。

（
皿
）
伊
藤
博
氏
「
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
」
第
六
章
第
二
節

（
型
明
治
書
院
「
和
歌
文
学
大
系
四
」
所
収
の
「
貫
之
集
」
（
田
中
喜
美
券
氏
校
注
）
に
拠
っ
た
。

（
型
注
（
５
）
同
書
Ⅱ
’
一
「
松
翻
図
淵
源
老
」

函
）
徳
原
茂
笑
氏
「
屏
風
歌
の
具
体
相
」
（
「
風
語
と
国
文
学
」
昭
和
岡
年
６
月
号
）

元
）
「
折
口
傭
夫
全
集
」
〈
川
〉
第
二
巻
所
収
「
懸
篭
の
話
」
、
第
十
七
巻
所
収
「
日
本
英
」

元
）
服
部
幸
雄
氏
「
見
立
て
老
」
（
「
変
化
論
歌
舞
伎
の
粘
神
史
」
）
、
郡
司
正
勝
氏
「
風
流
と
見
立
」
（
「
郡
司
正
勝
剛
定
集
」
第
六
巻
）
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