
　
　
　
一

長
い
こ
と
「
伝
西
行
筆
佚
名
家
集

0

0

0

0

切
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
所
属
不
明
だ
っ
た

古
筆
切
が
、
実
は
為
仲
集
の
断
簡
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
一
般
に
流
布
し

て
い
る
群
書
類
従
本
為
仲
集
は
、
Ⅰ
類
本
系
（
甲
本
）
と
Ⅱ
類
本
系
（
乙
本
）
と

呼
ば
れ
る
異
な
っ
た
系
統
の
本
文
が
合
体
さ
れ
た
も
の
で
、
古
筆
切
は
そ
の
Ⅰ

類
本
系
の
祖
本
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の

は
一
九
七
一
年
。
し
か
も
宮
内
庁
書
陵
部
に
は
、
Ⅰ
類
本
系
為
仲
集
（
一
五
〇
・

五
六
八
）
と
、
Ⅱ
類
本
系
為
仲
集
（
五
〇
一
・
二
二
八
）
と
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
蔵

さ
れ
て
い
て
、
Ⅰ
類
本
系
為
仲
集
（
一
五
〇
・
五
六
八
）
の
方
は
群
書
類
従
本
の

Ⅰ
類
本
系
よ
り
歌
数
が
一
三
首
も
多
く
、
ず
っ
と
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
そ
の
際
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
小
論
１

以
前
、
為
仲
集
に
関
し
て
論

じ
ら
れ
た
研
究
に
は
、
群
書
類
従
本
を
も
と
に
し
た
犬
養
廉
「
橘
為
仲
集
と
そ

の
集
―
古
代
末
期
の
歌
人
像
―
」
２
（
一
九
五
八
年　

以
下
、
犬
養
論
文
と
略
称
）
だ

け
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
後
、
急
速
に
研
究
が
進
み
、
石
井
文
夫
『
橘
為
仲
集

全
釈
』
３
（
以
下
、
石
井
『
全
釈
』
と
略
称
）
が
一
九
八
七
年
、
高
重
久
美
「『
橘
為

仲
朝
臣
集
』
に
お
け
る
問
題
―
編
年
性
を
め
ぐ
っ
て
―
」
４
（
以
下
、
高
重
論
文

と
略
称
）
が
一
九
八
九
年
、
好
村
友
江
・
中
嶋
眞
理
子
・
目
加
田
さ
く
を
『
橘

為
仲
朝
臣
集
全
釈
』
５
（
以
下
、
目
加
田
他
『
全
釈
』
と
略
称
）
が
一
九
九
八
年
と

つ
づ
い
た
。

そ
し
て
わ
れ
わ
れ
を
驚
か
せ
た
の
が
伝
西
行
筆
本
原
本
の
出
現
で
あ
る
。
書

道
雑
誌
「
書
学
」
５
０
０
号
の
特
集
と
し
て
、
久
曾
神
昇
に
よ
る
解
説
と
と
も

に
全
文
が
影
印
紹
介
さ
れ
た
の
が
一
九
九
一
年
６

、
こ
れ
は
の
ち
に
思
文
閣

出
版
に
よ
っ
て
非
常
に
精
巧
な
複
製
本
と
し
て
片
桐
洋
一
の
解
説
つ
き
で
出
版

さ
れ
る
の
だ
が
７

、
為
仲
集
研
究
に
お
い
て
は
ま
さ
に
画
期
的
な
出
来
事
で

敗
あ
あ
あ
あ
あ　

（
1
）

橘
為
仲
集
に
お
け
る
二
、
三
の
問
題
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あ
っ
た
。

さ
ら
に
冷
泉
家
の
書
庫
か
ら
二
点
の
為
仲
集
が
現
れ
た
の
に
も
驚
か
さ
れ

た
。
一
点
は
『
平
安
私
家
集　

十
』
所
収
本
８

で
、
も
う
一
点
は
『
平
安
私

家
集　

十
二
』
所
収
本
９

で
あ
る
。
内
容
的
に
は
書
陵
部
蔵
の
二
点
と
ま
っ

た
く
同
じ
も
の
で
、
書
陵
部
蔵
本
の
親
本
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

現
在
知
ら
れ
て
い
る
古
筆
切
は
全
部
で
六
葉
。
現
存
本
の
ど
こ
に
収
ま
る
の

か
は
っ
き
り
し
な
い
の
が
そ
の
う
ち
三
葉
も
あ
り
、
そ
の
前
後
に
収
ま
る
と
思

わ
れ
る
も
の
や
、
Ⅰ
類
本
系
の
本
文
の
み
に
あ
っ
て
古
筆
切
も
伝
わ
っ
て
い
な

い
も
の
な
ど
も
含
め
る
と
、
本
来
は
も
っ
と
ず
っ
と
古
筆
切
の
数
は
多
か
っ
た

は
ず
で
、
為
仲
集
の
本
文
と
し
て
は
ま
だ
ま
だ
決
し
て
完
全
と
は
言
え
な
い
の

だ
が
、
そ
れ
で
も
以
前
に
較
べ
る
と
非
常
に
整
っ
て
き
て
は
い
る
の
で
あ
る
。

家
経
集
や
頼
実
集
な
ど
、
和
歌
六
人
党
や
そ
の
周
辺
の
歌
人
達
の
家
集
を
最

近
若
い
人
た
ち
と
読
む
機
会
が
あ
っ
て
、
改
め
て
為
仲
集
も
丁
寧
に
読
み
な
お

す
必
要
が
生
じ
た
。
解
釈
面
で
は
石
井
『
全
釈
』
が
記
録
類
ま
で
丹
念
に
調
べ

て
や
は
り
非
常
に
有
用
だ
と
思
っ
た
し
、
高
重
論
文
に
お
け
る
錯
簡
説
な
ど
も

な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
興
味
深
か
っ
た
。
し
か
し
ま
だ
ま
だ
、

Ⅰ
、
Ⅱ
類
本
系
と
も
に
問
題
は
多
い
、
と
も
思
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
Ⅰ
類
本
系

に
お
け
る
冒
頭
部
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
二

そ
の
冒
頭
部
は
、
ま
ず
、

　
　

す
な
は
ち
た
ち
な
か
ら

　

さ
く
ら
は
な
を
り
よ
く
に
ほ
ふ
は

　

る
な
ら
は
か
せ
に
も
人
の
か
く
と

　

つ
け
き
や　
　

又
朝
久

　

ち
ら
す
な
と
つ
け
し
と
そ
思
ふ
さ

　

く
ら
は
な
か
せ
も
の
と
け
き
ゝ
み

　

か
み
よ
に
は

　
　
　
　

か
へ
す

　

ふ
く
か
せ
の
ゝ
と
け
き
よ
と
は
見
ゆ
れ
と

と
あ
り
、
群
書
類
従
本
に
は
わ
ざ
わ
ざ
「
始
闕
」
と
い
う
注
が
施
さ
れ
て
い
る
。

明
ら
か
に
冒
頭
部
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
書
陵
部
蔵
夲
（
一
五

〇
・
五
六
八
）
で
は
（
の
ち
に
出
て
き
た
冷
泉
家
本
で
も
同
じ
だ
が
）
冒
頭
部
の
欠
そ

の
も
の
に
変
わ
り
は
な
い
け
れ
ど
、

　
　
　

す
な
は
ち
た
ち
な
か
ら
か
へ
す

　

さ
く
ら
は
な
を
り
よ
く
に
ほ
ふ
は

　

る
な
ら
は
か
せ
に
も
人
の
か
く
と

　

つ
け
き
や　
　

又
朝
久

　

ち
ら
す
な
と
つ
け
し
と
そ
思
ふ
さ

　

く
ら
は
な
か
せ
も
の
と
け
き
ゝ
み

　

か
み
よ
に
は

　
　
　

又
か
へ
す

　

ふ
く
か
せ
の
ゝ
と
け
き
よ
と
は
見
ゆ
れ
と

と
あ
り
、
傍
線
部
の
「
か
へ
す
」
や
「
又
」
が
あ
る
。
疑
問
に
思
っ
て
い
た
と

こ
ろ
、
新
出
の
伝
西
行
筆
本
も
同
じ
よ
う
に
欠
け
て
い
て
疑
問
が
さ
ら
に
深

ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
複
製
本
が
出
る
に
及
ん
で
そ
の
疑
問
は
解
消
さ
れ
た
。
当

該
解
説
に
よ
る
と
、
書
道
雑
誌
に
お
け
る
影
印
で
は
も
ち
ろ
ん
、
複
製
本
段
階

で
も
言
わ
れ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
だ
が
、
そ
の
箇
所
に
わ
ず
か
な
が

ら
擦
り
消
さ
れ
た
跡
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。
要
す
る
に
冒
頭
部
を
切
断
し
た
た
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め
に
生
じ
た
内
容
的
な
不
自
然
さ
を
糊
塗
す
る
た
め
の
所
為
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
存
古
筆
切
六
葉
の
う
ち
、
切
断
位
置
の
は
っ
き
り

し
な
い
の
が
三
葉
も
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
葉
、

　
　
　

七
条
に
て

　

け
さ
よ
り
そ
見
る
へ
か
り
け
る
山

　

さ
く
ら
く
れ
ゆ
く
ほ
と
は
し
つ
心

　

な
し

　
　
　

は
な
い
ま
た
み
た
す
と
う
□
□

　
　
　

院
に
て

　

さ
き
そ
む
る
け
し
き
に
し
る
き

　

さ
く
ら
は
な
さ
か（

マ

マ

）

り
ほ
と
そ
ま
た

　

き
ゆ
か
し
き

は
、
現
存
冒
頭
の
さ
ら
に
前
に
位
置
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
高
重
論
文
は
推
定
す

る
。
同
じ
よ
う
な
桜
詠
な
の
で
そ
の
可
能
性
は
あ
り
得
る
が
、
高
重
論
文
が
推

定
す
る
よ
う
に
現
存
の
一
オ
に
直
接
つ
づ
く
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
高
重
論

文
で
は
、
古
筆
切
の
末
尾
に
あ
る
「
咲
き
そ
む
る
け
し
き
に
し
る
き
桜
花
…
…
」

が
朝
久
詠
で
（
朝
久
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
未
詳
だ
が
）、

　

 

朝
久
が
為
仲
を
桜
花
た
と
え
て
彼
が
司
を
得
て
た
こ
と
を
祝
い
、
未
来
へ

の
期
待
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
し
、
現
存
冒
頭
部
の
「
桜
花
折
よ
く
匂
ふ
春
な
ら
ば
」
を
そ
の
返
歌
と
す
る
。

し
か
し
こ
れ
は
か
な
り
無
理
が
あ
ろ
う
。ま
ず
、現
存
冒
頭
部
に
は
唐
突
に
「
朝

久
」
な
る
人
物
が
出
て
く
る
が
、
こ
こ
に
は
た
ま
た
ま
「
又
」
が
消
さ
ず
に
残

さ
れ
て
い
る
。「
朝
久
」
な
る
人
物
は
す
で
に
一
度
は
登
場
し
て
い
る
は
ず
な

の
に
、
そ
の
部
分
が
な
い
。
書
誌
的
に
も
か
な
り
不
自
然
で
あ
る
。
伝
西
行
筆

本
は
薄
様
の
素
紙
に
よ
る
袋
綴
装
で
、
も
し
「
七
条
に
て
」
の
断
簡
が
冒
頭
な

ら
、
必
ず
そ
の
ウ
ラ
の
部
分
が
あ
る
は
ず
で
、
冒
頭
部
分
が
ウ
ラ
か
ら
書
き
は

じ
め
る
こ
と
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ウ
ラ
の
部
分
に
、
も

し
か
し
た
ら
「
朝
久
」
な
る
人
物
が
登
場
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
も
し
「
七
条
に
て
」
の
断
簡
が
冒
頭
部
分
で
な
か
っ
た
ら
、「
朝
久
」
の

登
場
部
分
を
含
め
て
、
さ
ら
に
二
葉
以
上
の
逸
失
部
分
を
冒
頭
部
分
に
考
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
現
存
Ⅰ
類
本
は
伝
西
行
筆
本
が
出
現
し
て
も
な
お

問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
三

次
に
問
題
と
な
る
の
は
配
列
で
あ
る
。
犬
養
論
文
は
Ⅰ
類
本
に
つ
い
て
、

　

 

部
立
な
く
、
そ
の
排
列
に
多
少
の
群
落
は
見
ら
れ
る
が
、
淡
路
任
国
の
詠

が
断
続
す
る
如
く
、
年
次
を
追
っ
た
も
の
で
も
な
い
。
詞
書
の
表
記
に
一

貫
性
の
な
い
こ
と
と
共
に
、
本
集
が
雑
纂
未
整
理
の
域
を
脱
し
な
い
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。

と
い
い
、
そ
れ
に
対
し
て
高
重
論
文
は
、

　

 

メ
モ
的
雑
纂
的
な
も
の
で
な
く
、
為
仲
自
身
が
正
確
に
編
年
構
成
し
た
整

理
本
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
ま
っ
た
く
正
反
対
の
意
見
を
述
べ
て
、
１
番
歌
か
ら
最
終
の
104
番
歌
ま
で

を
、
永
承
五
（
一
〇
五
〇
）
年
の
春
か
ら
天
喜
六
（
一
〇
五
八
）
年
の
夏
ま
で
並
べ
、

詠
歌
年
次
の
一
覧
表
ま
で
作
成
し
て
見
せ
る
。

し
か
し
具
体
的
に
作
品
を
調
べ
て
み
る
と
、
年
次
に
つ
い
て
は
実
は
は
っ
き

り
し
な
い
も
の
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
い
つ
、
と
断
定
で
き
る
の
は
わ
ず
か

し
か
な
く
、
た
と
え
ば
（
適
宜
漢
字
を
あ
て
、
表
記
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
改
め
る
）、
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閏
七
月

0

0

0

七
夕

28
彦
星
は
過
ぎ
に
し（
マ
マ
）

　

あ
や
な
く
今
宵
妻
や
待
つ
ら
む

は
天
喜
元
（
一
〇
五
三
）
年
閏
七
月
七
日
で
、

　
　
　

 
閏
三
月
あ
る
年

0

0

0

0

0

0

の
三
月
尽
く
る
に
、
春
、
閏
余
り
あ
り
、
と
い
ふ
題

を

69
常
な
ら
ば
今
日
ま
で
見
ま
し
春
霞
い
ま
一
重
さ
へ
立
ち
や
添
ふ
ら
む

が
天
喜
四
年
三
月
末
日
、
と
い
っ
た
程
度
で
あ
る
。
そ
の
他
、
類
推
可
能
な
歌

が
何
首
か
あ
る
が
、
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、

　
　
　

 

殿
の
歌
合
の
後こ
う
て
う朝
の
暁
に
、
歌
合
の
歌
を
書
き
て
中
宮
の
出
羽
弁
の

も
と
へ
や
る
と
て

6
五
月
闇
く
ら
べ
て
見
つ
る
言
の
葉
を
つ
き
な
き
人
ぞ
ま
づ
散
ら
し
け
る

で
あ
る
。
石
井
『
全
釈
』
も
目
加
田
他
『
全
釈
』
も
こ
れ
を
長
元
八
（
一
〇
三
五
）

年
五
月
十
六
日
に
行
わ
れ
た
賀か
や
の
い
ん

陽
院
水
閣
歌
合
（『
歌
合
大
成
』
一
二
三
）
の
こ
と

と
す
る
が
、
高
重
論
文
は
永
承
五
（
一
〇
五
〇
）
年
六
月
五
日
に
行
わ
れ
た
祐

子
内
親
王
歌
合
（『
歌
合
大
成
』
一
四
一
）
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
犬
養
論
文
は
、

　

 

水
閣
歌
合
に
為
仲
が
出
席
し
た
形
跡
が
な
く
、
ま
た
参
加
し
て
い
た
と
し

て
も
、
出
羽
弁
と
は
特
に
親
交
の
見
ら
れ
る
経
家
・
経
信
の
連
な
る
席
か

ら
、
当
時
な
お
弱
輩
の
彼
が
歌
を
送
る
の
は
不
審
で
あ
る
。

と
し
て
、
頼
通
邸
で
行
わ
れ
た
現
存
し
な
い
小
規
模
な
歌
合
で
あ
ろ
う
か
と
す

る
。問

題
は
、
明
確
な
編
年
構
成
説
を
と
る
高
重
論
文
だ
が
、
祐
子
内
親
王
歌
合

と
す
る
理
由
が
特
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
冒
頭
の
歌
群
を
永
承

五
年
と
し
た
上
で
、

　

 

詠
歌
時
を
永
承
五
年
と
す
る
の
は
、
後
に
続
く
六
番
詞
書
「
殿
の
歌
合
」

を
「
殿
」
頼
通
が
孫
祐
子
内
親
王
の
た
め
に
催
し
た
「
永
承
五
年
六
月
五

日
庚
申
祐
子
内
親
王
歌
合
」
と
推
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

と
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。
６
番
の
歌
を
「
祐
子
内
親
王
歌
合
」
と
「
推
定
」
す

る
理
由
が
特
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
６
番
の
歌
を
「
永
承

五
年
」
と
「
推
定
」
す
る
か
ら
、１
番
か
ら
５
番
ま
で
の
歌
は
「
永
承
五
年
」
だ
、

と
い
う
論
法
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
お
か
し
い
。「
事
実
」
を
根
拠
と

す
る
「
推
定
」
で
は
な
く
、「
推
定
」
を
根
拠
と
す
る
「
推
定
」
は
単
な
る
妄

想
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
も
6
番
の
歌
に
は
「
五
月
闇

0

0

0

く
ら
べ
て
見
つ
る
言
の
葉
を
」
と
あ
り
、

問
題
の
「
祐
子
内
親
王
歌
合
」
の
開
催
日
は
「
永
承
五
年
六
月
五
日

0

0

0

0

」
な
の
で

あ
る
。「
六
月
五
日
」
に
行
わ
れ
た
歌
合
の
際
に
「
五
月
闇
」
と
詠
む
こ
と
は

絶
対
に
あ
り
得
な
い
。
こ
の
一
事
だ
け
で
も
高
重
説
は
成
り
立
た
ず
、
全
体
を

「
正
確
に
編
年
構
成
し
た
整
理
本
」
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
か

と
思
わ
れ
る
。

18
番
に
お
け
る
「
尾
張
守
俊
綱
」
も
問
題
で
あ
る
。
宇
治
拾
遺
物
語
に
よ
れ

ば
俊
綱
は
「
十
五
に
て
尾
張
守
に
な
し
給
ひ
て
け
り
」
と
あ
り
、
そ
れ
を
信
ず

れ
ば
彼
の
尾
張
守
の
時
代
は
長
久
三
（
一
〇
四
二
）
年
か
ら
寛
徳
三
（
一
〇
四
六
）

年
ま
で
の
四
年
間
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
俊
綱
は
実
の
父
親
が
関
白
頼
通
で
、

ど
う
い
う
事
情
か
ら
か
橘
俊
遠
の
養
子
と
な
っ
た
人
物
だ
が
、
父
親
が
頼
通
で

あ
る
に
し
て
も
十
五
歳
で
の
任
官
は
あ
ま
り
に
も
若
す
ぎ
、
そ
の
記
述
を
ど
こ

ま
で
信
用
し
て
い
い
か
と
い
う
問
題
は
確
か
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
髙
重
説
で
は

こ
れ
を
永
承
六
（
一
〇
五
一
）
年
の
秋
と
す
る
。
根
拠
と
す
る
理
由
が
「
為
仲

集
の
配
列
」
で
は
、
や
は
り
論
証
の
仕
方
が
逆
な
よ
う
に
思
う
。

も
っ
と
も
そ
の
「
尾
張
守

0

0

0

俊
綱
」
が
、
38
番
と
64
番
で
は
「
丹
波
守

0

0

0

俊
綱
」

と
な
っ
て
い
て
、
自
然
な
形
で
時
の
流
れ
を
感
じ
さ
せ
る
姿
に
な
っ
て
い
た

り
、
先
述
し
た
天
喜
元
（
一
〇
五
三
）
年
閏
七
月
七
日
に
詠
ま
れ
た
こ
と
の
明
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ら
か
な
、

　
　
　

閏
七
月
七
夕

28
彦
星
は
過
ぎ
に
し（
マ
マ
）

　

あ
や
な
く
今
宵
妻
や
待
つ
ら
む

が
、
実
は
四
条
宮
下
野
集
（
二
九
）
に
も
あ
っ
て
、
28
番
歌
の
前
の
、

　
　
　

 
五
節
の
こ
ろ
、
内
裏
に
て
、
月
の
明
か
き
に
、
女
房
の
局
の
前
に
て

か
く
言
ひ
し

27
ａ
月
こ
そ
豊
の
明
か
り
な
り
け
れ

　
　
　

本
を
、
宮
の
下
野

　

ｂ
ひ
か
げ
に
も
立
ち
ま
さ
り
つ
つ
雲
の
上
は

も
、
や
は
り
下
野
集
（
二
〇
）
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
石
井
『
全
釈
』
は
、
下
野

集
の
配
列
は
原
則
年
代
順
な
の
で
、
27
番
は
28
番
以
前
の
詠
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
、
し
か
も
永
承
五
年
の
寛
子
の
入
内
以
後
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
永
承
六
年
か
七
年
に
限
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
さ
ら
に
「
五
節
の
中
の
夜
」

は
永
承
六
年
の
場
合
は
十
一
月
十
九

0

0

日
、
永
承
七
年
の
場
合
は
十
一
月
十
三

0

0

日
、「
月
の
明
か
き
」
夜
は
十
三

0

0

日
の
ほ
う
が
蓋
然
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
、

と
す
る
。
永
承
七
（
一
〇
五
二
）
年
は
天
喜
元
年
の
前
年
な
の
で
、
こ
こ
は
完

全
に
年
次
順
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
る
。

従
っ
て
大
き
な
流
れ
や
、
部
分
的
に
は
年
次
順
で
あ
る
と
立
証
さ
れ
る
と
こ

ろ
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
言
う
た
め
に
は
確
実
な
根
拠
と
、
右
の
よ
う
な
複

雑
な
証
拠
固
め
と
が
絶
対
に
必
要
な
の
だ
と
思
う
。

　
　
　
四

Ⅱ
類
本
の
配
列
は
ど
う
か
。
犬
養
論
文
は
、

　

略
々
正
確
に
年
次
排
列
さ
れ
た
整
理
本
で
あ
る
。

と
す
る
。
Ⅰ
類
本
は
一
部
に
淡
路
守
と
し
て
淡
路
赴
任
の
記
述
が
あ
る
も
の

の
、
ほ
と
ん
ど
が
四
条
宮
寛
子
の
も
と
で
の
記
録
で
あ
る
の
に
対
し
、
Ⅱ
類
本

は
、
宇
佐
の
使
い
、
越
後
守
、
陸
奥
守
と
し
て
の
旅
の
記
録
が
延
々
と
つ
づ
く
。

従
っ
て
確
か
に
年
次
配
列
の
傾
向
は
著
し
い
の
だ
が
、
果
た
し
て
す
べ
て
が

「
正
確
に
」
と
言
え
る
か
ど
う
か
。

た
と
え
ば
、越
後
在
任
中
に
信
濃
旅
行
な
ど
も
し
て
い
る
ら
し
く
、10
番
「
小

川
の
社や
し
ろ」、

13
番
「
都
井
と
い
ふ
と
こ
ろ
」、
14
番
「
園
原
を
発た

ち
て
、
御
坂
を

過
ぐ
と
て
」、
15
番
「
姨
捨
山
の
月
を
見
て
」
な
ど
と
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
少

な
く
と
も
15
番
は
単
な
る
信
濃
旅
行
で
は
な
く
、
都
へ
の
帰
任
の
旅
だ
っ
た
よ

う
だ
か
ら
で
あ
る
。
15
番
に
は
、

　
　
　

姨
捨
山
の
月
を
見
て

　

こ
れ
や
こ
の
月
見
る
た
び
に
思
ひ
出
づ
る
姨
捨
山
の
麓
な
る
ら
む

と
あ
り
、こ
れ
は
後
拾
遺
集
（
羈
旅
、五
三
三
）
に
も
採
ら
れ
て
い
て
、そ
こ
で
は
、

　
　
　

 

越
後
よ
り
の
ぼ
り
け
る
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
姨
捨
山
の
も
と
に
月
明
か
か
り
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橘
為
仲
朝
臣

　

こ
れ
や
こ
の
月
見
る
た
び
に
思
ひ
や
る
姨
捨
山
の
麓
な
り
け
る

と
あ
る
。
後
拾
遺
集
は
撰
者
通
俊
が
承
保
二
（
一
〇
七
五
）
年
に
勅
宣
を
受
け
、

実
際
に
出
来
上
が
っ
た
の
が
応
徳
三
（
一
〇
八
六
）
年
、
為
仲
は
そ
の
前
年
の

応
徳
二
年
に
亡
く
な
っ
て
は
い
る
が
、
編
集
作
業
そ
の
も
の
は
為
仲
の
生
存
中

に
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
為
仲
に
関
す
る
記
述
は
ま
ず
間
違
い
な
い
も

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
拾
遺
集
に
「
越
後
よ
り
の
ぼ
り
け
る
に
」

と
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
為
仲
集
の
16
番
に
、

　
　
　

越
後
に
て

0

0

0

0

、
正
月
七
日
、
雪
降
り
た
る
を
見
て

　

雪
深
き
越
路
は
春
も
知
ら
ね
ど
も
今
日
春
日
野
は
若
菜
摘
む
ら
む

と
、
ふ
た
た
び
越
後
在
任
中
の
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。
17
番
で
は
、
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京
に
上
り
て
、
四
月
十
一
日
、
稲
荷
に
詣
り
て
は
べ
る
に
、
杉
の
上

に
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
を
聞
き
は
べ
り
て

　

卯
の
花
の
垣
根
な
ら
ね
ど
ほ
と
と
ぎ
す
杉
む
ら
に
て
ぞ
初
音
聞
き
つ
る

と
完
全
に
都
に
戻
っ
た
歌
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
あ
た
り
「
正
確
に
年
次
排
列

さ
れ
た
整
理
本
」
と
は
言
い
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

宇
佐
の
使
い
や
陸
奥
守
と
し
て
赴
任
の
旅
は
さ
す
が
に
旅
程
ど
お
り
に
配
列

さ
れ
て
お
り
、
陸
奥
在
任
中
の
詠
も
特
に
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
家

集
末
尾
の
、

　
　
　

月
前
述
懐
と
い
ふ
心
を

 

67
か
く
し
つ
つ
世
を
経
て
見
つ
る
秋
の
月
い
ま
幾
年と
せ

か
あ
ら
む
と
す
ら
む

　
　
　

秋
深
月
明

 

68
秋
深
く
な
り
ゆ
く
空
の
さ
や
け
き
は
月
の
影
に
も
霜
や
置
く
ら
む

　
　
　

芦
間
の
薄
氷

69
水
鳥
の
ゐ
る
に
障
ら
ぬ
薄
氷
芦
間
や
し
ば
し
消
え
残
る
ら
む

　
　
　

白
河
院
に
て
、
関
路
郭
公
、
と
い
ふ
心
を

70
東あ
づ
ま
ぢ路
に
言こ
と

つ
て
や
せ
し
ほ
と
と
ぎ
す
関
の
石い
は
か
ど門
い
ま
ぞ
過
ぐ
な
る

は
題
詠
歌
ば
か
り
が
並
ん
で
い
る
。
あ
る
い
は
あ
と
か
ら
付
加
さ
れ
た
部
分
な

の
か
も
し
れ
な
い
が
、

67
番
の
「
月
前
述
懐
」
と
い
う
題
で
は
、
後
拾
遺
集
（
雑
一
、
八
五
三
）
に
、

　
　
　

 

0月
の
前
に
懐
ひ
を
述
ぶ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
ふ
心
を
よ
み
侍
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
実
綱
朝
臣

　

い
つ
と
て
も
変
は
ら
ぬ
秋
の
月
見
れ
ば
た
だ
い
に
し
へ
の
空
ぞ
恋
ひ
し
き

が
あ
り
、
69
番
の
「
芦
間
の
薄
氷
」
は
、
四
条
宮
下
野
集
一
四
一
番
に
、

　
　

 　

五
節
近
く
な
り
て
里
に
ま
か
で
て
、
歌
詠
む
人
々
に
題
を
範
永
し
て

や
ら
せ
て
、
清
げ
な
る
ほ
ど
に
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
待
て
ば
、
人
々
来
集

ま
り
、
経
衡
、
人
よ
り
疾
く
来
て
居
た
る
。
…
…

と
い
う
長
い
詞
書
が
あ
っ
て
、「
庭
の
小
草
雪
を
い
た
だ
く
」「
芦
間
の
薄
氷

0

0

0

0

0

」

「
炭
竈
」
な
ど
の
題
を
下
野
が
提
出
し
、
歌
人
た
ち
が
歌
を
詠
み
あ
っ
て
い
る
。

前
者
の
「
藤
原
実
綱
朝
臣
」
は
、
先
述
し
た
18
、
19
番
に
、

　
　
　

 

陸み
ち
の
く
に
の
か
み

奥
守
に
な
り
て
下
ら
む
と
し
侍
り
し
に
、
式
部
大
輔
実
綱
が
七
条

の
泉
に
て
別
れ
惜
し
み
侍
り
し
に

　

過
ぎ
来
た
る
心
は
人
も
忘
れ
じ
な
衣
の
関
を
た
ち
か
へ
る
ま
で

　
　
　

李
部
郎
藤
原
実
綱

　

人
は
い
さ
わ
が
世
は
末
に
な
り
ぬ
れ
ば
ま
た
逢
坂
を
い
か
が
待
つ
べ
き

に
あ
る
こ
と
や
、
55
、
56
番
に
、

　
　
　

式
部
大
輔
実
綱
朝
臣
が
も
と
へ
つ
か
は
す

　

 

朝
夕
に
結
び
し
も
の
を
相
見
で
も
五い
つ
と
せ年

ま
で
に
な
り
に
け
る
か
な

　
　
　

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
綱
朝
臣

　

老
い
に
け
る
人
の
た
め
に
は
五
年
も
積
も
れ
ば
残
り
少
な
か
り
け
り

な
ど
と
あ
っ
て
、
為
仲
と
は
非
常
に
親
し
く
つ
き
あ
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
こ

と
に
違
い
は
な
い
の
だ
が
、
為
仲
の
帰
任
す
る
前
の
永
保
二
（
一
〇
八
二
）
年

に
は
没
し
て
い
る
の
で
、
も
し
同
時
詠
な
ら
か
な
り
前
、
為
仲
の
陸
奥
守
就
任

以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
下
野
が
同
じ
四
条
宮
寛
子
の
も
と
に
仕
え
て
い
た

い
わ
ば
同
僚
で
、
為
仲
は
下
野
集
で
最
も
頻
繁
に
登
場
す
る
仲
の
よ
さ
で
も
あ

る
。
た
ま
た
ま
当
該
章
段
に
為
仲
の
名
は
な
く
、
範
永
、
経
衡
、
資
良
な
ど
だ

け
だ
が
、
題
は
下
野
の
提
案
で
あ
り
、
下
野
の
自
宅
で
行
わ
れ
た
歌
会
で
も
あ

る
。
下
野
が
「
歌
詠
む
人
々
に
題
を
範
永
し
て
や
ら
せ
て
」
と
あ
る
の
で
、
そ

の
折
、
間
違
い
な
く
為
仲
も
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
当
該
歌
会

に
つ
い
て
は
金
子
美
希
「『
四
条
宮
下
野
集
』
の
研
究
―
下
野
邸
歌
会
に
つ
い
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て
―
」
 10
が
く
わ
し
く
、
た
と
え
ば
範
永
集
乙
本
の
37
番
に
は
、

　
　
　

芦
間
の
氷
薄
し
と
い
ふ
題
を

　

難
波
潟
入
江
の
氷
薄
け
れ
ど
芦
の
若
葉
の
陰
し
隠
れ
ず

と
あ
っ
た
り
、
類
題
鈔
545
に
は
、

　
　
　

下
野
君
治
暦
三
十
一

　

庭
草
戴
雪　

芦
辺
薄
氷　

炭
竈

と
あ
っ
た
り
す
る
。
類
題
鈔
の
記
述
を
信
ず
れ
ば
、
下
野
邸
で
の
歌
会
は
治
暦

三
（
一
〇
六
七
）
年
の
十
一
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
歌
会
の
出
席
者
の
一

人
で
あ
る
藤
原
資
良
が
実
は
康
平
七
（
一
〇
六
四
）
年
に
は
没
し
て
い
る
の
で

（
水
左
記
）、
類
題
鈔
の
記
述
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し

て
も
為
仲
の
越
後
赴
任
よ
り
前
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

末
尾
四
首
は
あ
と
か
ら
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
Ⅱ
類
本
も
ま

た
「
略
々
正
確
に
年
次
排
列
さ
れ
た
整
理
本
」
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
五

為
仲
の
年
齢
も
具
体
的
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
犬
養
論
文
が
、

　

 

彼
が
六
人
党
歌
人
と
親
し
く
、
而
も
常
に
そ
の
下
風
に
立
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
こ
と
、
六
人
党
最
年
少
と
目
さ
れ
る
経
衡
（
延
久
四
没
、
六
八
歳
、

尊
卑
分
脈
）
の
没
後
、
相
当
の
高
齢
で
陸
奥
に
赴
任
し
た
こ
と
、

な
ど
を
挙
げ
、
先
に
挙
げ
た
藤
原
実
綱
の
19
番
の
歌
、

　

人
は
い
さ
わ
が
世
は
末
に
な
り
ぬ
れ
ば
ま
た
逢
坂
を
い
か
が
待
つ
べ
き

か
ら
、
実
綱
よ
り
は
若
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
長
和
三
（
一
〇
一
四
）
年

頃
の
誕
生
と
い
う
説
が
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
藤
原
実
綱
は
尊
卑
分
脈
に

「
永
保
二
三
廿
三
卒　

七
十
一
才
」
と
あ
り
、
長
和
元
年
の
生
ま
れ
な
の
で
、

そ
こ
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
た
だ
し
諸
家
系
図
纂
に
は
「
永
保
三
三
廿

三
卒　

七
十
一
才
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
は
長
和
二
年
の
生
ま
れ
と
な
る
）。

「
人
は
い
さ
わ
が
世
は
末
に
な
り
ぬ
れ
ば
」
と
い
う
口
調
か
ら
は
、
確
か
に

実
綱
の
方
が
年
長
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
犬
養
説
の
よ
う
に
一
、
二
歳
程
度

の
差
で
あ
ろ
う
か
。

為
仲
の
陸
奥
赴
任
は
水
左
記
・
承
保
三
（
一
〇
七
六
）
年
九
月
十
二
日
の
記

述
な
ど
か
ら
、
そ
の
年
の
九
月
十
七
日
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。
実
綱
は
六
十
五
歳
、
為
仲
は
犬
養
説
で
は
六
十
三
歳
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
更
級
日
記
作
者
の
父
菅
原
孝
標
が
常
陸
介
に
任
じ
ら
れ
た
の
が
六
十
歳
の

折
だ
か
ら
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
三
歳
も
年
長
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も

任
地
は
遠
い
陸
奥
で
あ
る
。
少
し
ト
シ
ヨ
リ
過
ぎ
て
は
い
な
い
か
。

ま
た
、
犬
養
説
で
は
「
六
人
党
最
年
少
と
目
さ
れ
る
経
衡
」
と
あ
る
が
、
こ

れ
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
石
井
『
全
釈
』
も
、
六
人
党
の
橘
義
清
を
為
仲

の
「
弟
」
と
す
る
が
、
こ
れ
も
誤
り
で
あ
る
。

経
衡
は
、
尊
卑
分
脈
や
勅
撰
作
者
部
類
に
よ
れ
ば
延
久
四
（
一
〇
七
二
）
年
没
、

六
十
八
歳
と
あ
り
、
没
年
に
関
し
て
は
な
お
問
題
が
あ
る
よ
う
だ
が
 11
、
寛

弘
二
（
一
〇
〇
五
）
年
頃
の
生
ま
れ
ら
し
い
の
に
対
し
、
頼
実
は
、
故
侍
中
左

金
吾
家
集
（
頼
実
集
）
蘆
庵
本
の
奥
書
勘
物
に
、

　

正
四
位
下
右
馬
頭
頼
国
朝
臣
二
男

　

長
久
四
年
正
月
九
日
補
蔵
人
所
雑
色
廿
九　
　

 

　

寛
徳
元
年
六
月
七
日
卒
年
卅　
　

 

と
あ
り
、
寛
徳
元
（
一
〇
四
四
）
年
六
月
七
日
に
三
十
歳
で
夭
折
し
て
い
る
の
で
、

生
年
は
長
和
四
（
一
〇
一
五
）
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
経
衡
よ
り
十
歳
ほ
ど

も
若
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
同
じ
奥
書
勘
物
に
は
い
わ
ゆ
る
六
人
党
の
名
が
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
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中
に
、

　

義
清
長
元
六
蔵
人　
　

少
納
言
義
通
一
男 

と
あ
り
、
義
清
は
「
少
納
言
義
通
一
男
」
で
、
義
通
の
長
男
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
先
述
し
た
長
元
八
年
五
月
に
行
わ
れ
た
賀か
や
の
い
ん

陽
院
水
閣
歌
合
に
、
父
義
通

は
「
中
宮
大
進
義
通
朝
臣
」
と
し
て
左
方
の
方
人
に
、
長
男
義
清
は
「
蔵
人
式

部
少
丞
橘
義
清
」
と
し
て
右
方
の
方
人
に
選
ば
れ
て
い
る
が
、
為
仲
の
名
は
な

い
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
六
人
党
で
最
も
若
い
と
思
わ
れ
る
頼
実

も
、
す
で
に
「
蔵
人
所
雑
色
」
と
し
て
員
刺
の
洲
浜
や
地
敷
と
い
う
敷
物
を
運

ん
だ
り
し
て
、
い
わ
ば
雑
役
と
し
て
だ
が
、
従
事
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
頼

実
は
当
時
二
十
一
歳
。
た
と
え
歌
人
と
し
て
で
は
な
く
て
も
、
義
清
や
頼
実
は

す
で
に
活
躍
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
為
仲
の
名
が
見
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
な

の
か
。

さ
き
に
掲
げ
た
犬
養
説
も
問
題
と
な
る
。
繰
り
返
す
と
、

　

 

水
閣
歌
合
に
為
仲
が
出
席
し
た
形
跡
が
な
く
、
ま
た
参
加
し
て
い
た
と
し

て
も
、
出
羽
弁
と
は
特
に
親
交
の
見
ら
れ
る
経
家
・
経
信
の
連
な
る
席
か

ら
、
当
時
な
お
弱
輩
の
彼
が
歌
を
送
る
の
は
不
審
で
あ
る
。

と
す
る
の
だ
が
、
実
は
経
家
は
寛
仁
二
（
一
〇
一
八
）
年
の
生
ま
れ
で
、
当
時

十
八
歳
、
経
信
は
そ
れ
よ
り
二
年
早
く
、
長
和
五
（
一
〇
一
六
）
年
の
生
ま
れ

で
二
十
歳
な
の
で
あ
る
。
二
人
と
も
歌
合
に
は
右
方
の
方
人
と
し
て
出
席
し
て

い
る
。
為
仲
は
犬
養
説
に
よ
る
と
二
十
二
歳
の
は
ず
。
い
わ
ゆ
る
役
職
と
年
齢

と
は
直
接
の
関
係
が
な
い
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
経
家
や
経
信
に
較
べ
て

「
当
時
な
お
弱
輩
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

頼
実
集
、
七
四
番
に
、

　
　
　

 

長
久
三
年
閏
九
月
の
つ
ご
も
り
に
、
関
白
殿
、
有
馬
の
湯
に
お
は
し

ま
し
て
、
そ
の
間
、
宮
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
、
義
清
、
重
成
、
経
衡
、

為
仲
な
ど
し
て
、
臨
レ

池

　

水
の
面
に
四
方
の
山
辺
も
映
り
つ
つ
鏡
と
見
ゆ
る
池
の
上
か
な

と
あ
る
の
も
興
味
深
い
。
関
白
頼
通
が
有
馬
に
湯
治
に
出
か
け
た
の
は
長
久
三

年
閏
九
月
二
十
三
日
で
、
厳
密
に
い
え
ば
「
九
月
の
つ
ご
も
り
」
で
は
な
い
が
、

留
守
の
期
間
全
体
を
通
し
て
い
え
ば
あ
る
い
は
「
つ
ご
も
り
」
と
な
る
で
あ
ろ

う
か
。
百
錬
抄
に
よ
れ
ば
、

　

 

同
廿
三
日
、
関
白
左
大
臣
下
二

向
有
馬
温
泉 

一

、
廿
七
日
、
遣
二

勅
使
左

衛
門
権
佐
泰
憲
一

問
二

所
労
一

と
あ
る
。
そ
の
留
守
の
間
、
宮
（
後
三
条
天
皇
皇
女
で
あ
る
祐
子
内
親
王
で
あ
ろ
う
。

母
嫄
子
亡
き
あ
と
頼
通
に
養
わ
れ
て
い
た
。
当
時
五
歳
）
に
仕
え
て
い
た
人
た
ち
が
歌

を
詠
み
あ
っ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
、
義
清
、
重
成
、
経
衡
、
為
仲
な
ど
で
あ
っ
た

と
い
う
。
為
仲
と
し
て
は
、
年
次
の
確
か
な
形
で
の
登
場
は
は
じ
め
て
で
あ
る
。

当
該
家
集
の
主
で
、「
水
の
面
に
」
の
作
者
頼
実
は
、
当
時
二
十
八
歳
。
為

仲
は
犬
養
説
で
は
二
十
九
歳
と
な
る
。
為
仲
が
当
初
和
歌
六
人
党
の
メ
ン
バ
ー

で
は
な
く
、
袋
草
紙
に
、

　

 

江
記
に
云
は
く
、
往
年
六
人
党
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

。
範
永

0

0

・
棟
仲

0

0

・
頼
実

0

0

・
兼
長

0

0

・
経0

衡0

・
頼
家
等
な
り

0

0

0

0

0

。
頼
家
に
至
り
て
は
、
か
の
党
頗
る
こ
れ
を
思
ひ
か
た

ぶ
く
。
範
永
曰
は
く
、
兼
長
は
常
に
佳
境
に
到
る
の
疑
ひ
あ
り
。
ま
た
云

は
く
、
俊
兼
の
曰
は
く
、
頼
家
ま
た
こ
の
由
を
称
す
。
為
仲
、
後
年
奥
州

よ
り
歌
を
頼
家
の
も
と
に
送
る
。
歌
の
心
を
遺
す
と
こ
ろ
の
人
は
君
と
我

と
な
り
、
と
云
々
。
頼
家
怒
り
て
曰
は
く
、
為
仲
は
そ
の
か
み
こ
の
六
人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
入
ら
ず

0

0

0

0

。
君
と
我
と
生
き
遺
る
の
由
を
称
せ
し
む
る
は
安
か
ら
ざ
る
事

な
り
、
と
云
々
。

と
あ
る
の
は
有
名
だ
が
、
歌
人
と
し
て
の
力
量
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
頼
実

な
ど
に
く
ら
べ
て
彼
の
方
が
若
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
少
な
く
と
も
あ
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と
二
、
三
年
後
、
寛
仁
元
年
ご
ろ
の
誕
生
と
考
え
た
方
が
、
あ
ま
り
無
理
な
く
、

す
べ
て
が
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
六

家
集
は
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
人
の
歌
の
集
積
で
あ
る
。
他

人
詠
も
混
じ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
原
則
と
し
て
贈
答
歌
の
場
合
、
と
考

え
て
い
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
Ⅰ
類
本
の
50
番
、

　
　
　

 

月
水
を
照
ら
す
、
こ
の
歌
は
、
九
月
十
三
日
の
夜
に
、
頭
中
将

0

0

0

、
右

の
馬
頭
経
信
の
君
の
六
条
の
家
に
て
詠
み
し

0

0

0

、
勘
解
由
次
官
明
衡
が

題
な
り

　

行
く
水
の
音
せ
ざ
り
せ
ば
月
影
を
ま
だ
き
ゐ
に
け
る
つ
ら
ら
と
や
見
む

に
つ
い
て
は
、
石
井
『
全
釈
』
も
目
加
田
他
『
全
釈
』
も
歌
の
作
者
を
頭
中
将

と
解
し
て
、
為
仲
は
か
か
わ
っ
て
い
な
い
形
に
考
え
て
い
る
し
、
犬
養
論
文
も

そ
れ
を
前
提
に
論
を
進
め
て
い
る
。
し
か
し
石
井
『
全
釈
』
は
、
47
番
の
、

　
　
　

水
風
始
秋　

皇
太
后
宮
の
亮
公
基
が
六
条
に
て
、
人
々
詠
み
し

0

0

0

0

0

　

川
風
に
吹
き
返
さ
る
る
衣
手
は
秋
来
て
の
ち
の
心
地
こ
そ
す
れ

と
同
じ
言
い
方
で
、「
頭
中
将
が
よ
ん
だ
時
に
（
為
仲
が
）
よ
ん
だ
歌
、
と
い
う

つ
も
り
で
、
こ
う
い
っ
て
い
る
も
の
と
み
る
の
が
い
い
か
」
と
も
言
っ
て
い
る
。

為
仲
の
家
集
な
の
だ
か
ら
当
然
そ
う
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
47
番

以
外
で
も
、

　
　
　

件
の
二
首
、
宮
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
て
、
人
々
詠
み
し

0

0

0

0

0

（
55
番
）

　
　
　

雲う
り
う林
院
の
菩
提
講
聞
く
つ
い
で
に
、
人
々
詠
み
し

0

0

0

0

0

（
62
番
）

　
　
　

 

も
み
ぢ
、
山
に
残
る
、
宮
の
女
房
の
宇
治
に
参
る
日
、
人
々
の
詠
み

0

0

0

0

0

し0

（
77
番
）

　
　
　

 

雨
の
う
ち
に
春
を
惜
し
む
、
宮
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
て
人
々
の
詠
み
し

0

0

0

0

0

0

（
88
番
）

な
ど
と
あ
る
の
は
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
為
仲
詠
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
、

　
　
　

正
月
七
日
、
雪
の
降
り
た
る
に
、
宮
の

0

0

58
春
日
野
に
雪
間
か
き
分
け
常
よ
り
も
今
日
の
若
菜
を
い
か
が
摘
む
ら
む

　
　
　

和
せ
る
、
下
野
の
君

0

0

0

0

 

59
若
菜
に
と
野
辺
に
も
出
で
じ
今
日
は
た
だ
降
り
つ
む
雪
に
ま
か
せ
て
を
見

む
な
ど
は
、
い
か
に
も
宮
と
下
野
の
贈
答
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実

は
四
条
宮
下
野
集
に
、

　
　
　

正
月
七
日
、
雪
の
降
り
た
る
に
、
為
仲

0

0

　

 

春
日
野
に
雪
間
か
き
分
け
常
よ
り
も
今
朝
の
若
菜
を
い
か
で
摘
む
ら
む

（
六
五
）

　
　
　

返
し

　

 

若
菜
に
と
野
辺
に
も
出
で
じ
今
日
は
た
だ
降
り
つ
む
雪
に
ま
か
せ
て
を
見

む
（
六
六
）

と
あ
っ
て
、
や
は
り
為
仲
と
下
野
と
の
贈
答
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
為
仲
集

に
は
何
ら
か
の
誤
り
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
問
題
の
箇

所
は
あ
る
け
れ
ど
、
為
仲
の
家
集
で
あ
る
以
上
、
為
仲
詠
の
か
か
わ
ら
な
い
や

り
と
り
は
な
い
、
と
い
う
原
則
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
Ⅱ
類
本
で
は
、
そ
う
し
た
原
則
が
当
て
は
ま
ら
な
い
歌
が
か
な
り

あ
る
。
た
と
え
ば
、

　
　
　

月
日
を
数
へ
て
こ
そ
は
、
尾
張

0

0
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22
東あ
づ
ま
ぢ路

の
は
る
け
き
ほ
ど
に
行
き
め
ぐ
り
い
つ
か
解
く
べ
き
下
紐
の
関

は
、
為
仲
が
陸
奥
守
赴
任
が
決
ま
っ
て
ま
だ
在
京
中
に
、
尾
張
と
い
う
女
房
か

ら
送
ら
れ
た
歌
だ
が
、
記
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
、
為
仲
の
応
答
は
な

い
。
詞
花
集
（
別
、
一
八
四
）
に
は
、

　
　
　

 
橘
為
仲
朝
臣
陸
奥
守
に
て
下
り
け
る
に
、
太
皇
太
后
宮
の
台
盤
所
よ

り
と
て
、
誰
と
は
な
く
て

　

東
路
の
は
る
け
き
道
を
行
き
帰
り
い
つ
か
解
く
べ
き
下
紐
の
関

と
あ
っ
て
、
作
者
名
無
表
記
だ
が
、
勅
撰
集
で
は
一
般
に
作
者
名
無
表
記
の
場

合
は
前
歌
の
作
者
名
が
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
大
原
則
な
の
で
、
こ
の
場
合
は
当

然
一
八
三
番
の
「
太
皇
太
后
宮
甲
斐
」
が
該
当
す
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う

す
る
と
「
太
皇
太
后
宮
」
は
四
条
宮
寛
子
で
あ
ろ
う
か
ら
問
題
な
い
と
し
て
、

「
甲
斐
」
と
「
尾
張
」
と
は
ど
う
い
う
関
係
な
の
か
。
石
井
『
全
釈
』
は
、「
甲

斐
」
は
金
葉
集
以
下
の
勅
撰
歌
人
で
、
寛
治
三
（
一
〇
八
九
）
年
の
四
条
宮
扇

歌
合
に
も
出
詠
し
て
い
る
の
が
最
も
古
く
、
あ
る
い
は
「
尾
張
」
は
そ
の
前
の

女
房
名
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
同
じ
詞
花
集
の
雑
上
（
二
九
一
）
に
、

　
　
　

 

左
京
大
夫
顕
輔
、
中
宮
亮
に
て
侍
り
け
る
時
、
下
臈
に
越
え
ら
る
べ

し
と
聞
き
て
、
宮
の
女
房
の
中
に
嘆
き
申
し
た
り
け
る
返
り
事
に
、

誰
と
は
な
く
て

0

0

0

0

0

0

　

世
の
中
を
思
ひ
な
入
り
そ
三
笠
山
さ
し
い
づ
る
月
の
す
ま
む
か
ぎ
り
は

と
も
あ
り
、
こ
の
場
合
は
前
歌
が
「
小
一
条
院
御
製
」
な
の
で
「
誰
と
は
な
く

て
」
は
文
字
通
り
作
者
不
明
、
と
い
う
か
、
敢
え
て
作
者
名
を
明
ら
か
に
し
な

か
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
八
四
番
の
場
合
も
や
は
り
作
者
不
明

と
い
う
意
味
だ
、
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
（
和
歌
文
学
大
系
版
『
詞
花
和
歌
集
』
な

ど
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
誰
と
は
な
く
て
」
置
い
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り

歌
の
内
容
と
も
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。「
下
紐
の
関
」
は
陸
奥
国
の
歌
枕
で
、

宮
城
県
と
福
島
県
の
県
境
に
あ
っ
た
と
い
う
関
所
だ
が
、
そ
の
名
称
か
ら
、
和

歌
で
は
、
女
が
男
に
す
べ
て
を
許
す
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
は
為
仲
の
陸
奥
赴
任
に
際
し
て
、
関
係
す
る
地

名
を
用
い
た
お
ふ
ざ
け
で
は
あ
ろ
う
が
、
為
仲
が
ど
う
答
え
た
の
か
、
為
仲
の

家
集
な
の
に
返
歌
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　

雪
の
降
り
た
る
に
、
行
房
が
も
と
よ
り

0

0

0

0

0

0

0

40
武
隈
の
ま
つ
こ
と
も
な
き
わ
が
身
に
は
年
月
の
み
ぞ
ゆ
き
積
も
り
ぬ
る

こ
れ
は
陸
奥
在
任
中
の
詠
で
あ
る
。
行
房
と
は
当
時
の
出
羽
守
で
、
直
前
に
、

　
　
　

正
月
十
日
、
子
の
日
に
あ
た
り
た
る
に
、
出
羽
守
行
房
が
も
と
よ
り

38
い
と
ど
し
く
今
日
を
子
の
日
と
聞
く
に
こ
そ
末
の
松
山
思
ひ
や
ら
る
れ

　
　
　

返
し

39
問
ふ
人
の
子
の
日
な
ら
で
も
訪
れ
ば
末
の
松
山
わ
れ
も
頼
ま
む

と
あ
り
、
贈
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
つ
づ
き
と
考
え
れ
ば
い
い
の

だ
が
、
当
然
40
番
に
対
す
る
返
歌
も
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
記
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、

　
　
　

大
蔵
卿
長
房
が
も
と
に
、
文
つ
か
は
し
た
る
返
事
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

50
沈
む
と
も
い
ま
は
わ
が
身
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
恋
し
き
人
を
見
ぬ
ぞ
悲
し

き
は
、「
つ
か
は
し
た
る
」
は
ず
の
為
仲
の
「
文
」
が
記
さ
れ
て
い
な
い
し
、

　
　
　

 

実
源
阿
闍
梨
が
、
宇
治
殿
の
御
事
な
ど
思
ひ
出
で
た
る
に
や
あ
り
け

む
、
言
ひ
お
こ
せ
た
る

0

0

0

0

0

0

0

58
知
る
ら
め
や
霞
と
な
り
て
の
ぼ
り
た
る
人
の
す
み
か
の
春
の
け
し
き
を

や
、

　
　
　

延
任
し
た
り
と
聞
き
て
、
兵
庫
頭
隆
資
が
も
と
よ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59
待
つ
わ
れ
は
あ
は
れ
八
十
路
に
な
り
ぬ
る
に
阿
武
隈
川
の
遠
ざ
か
り
ぬ
る
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な
ど
も
、
当
然
為
仲
の
返
事
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
家
集
に

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　

筑
紫
よ
り
時
綱
が
言
ひ
お
こ
せ
た
る

62
め
ぐ
り
逢
は
む
ほ
ど
は
千
歳
の
秋
な
れ
や
末
の
松
山
生い
き

の
松
原

は
、
や
は
り
時
綱
詠
だ
け
だ
が
、
こ
の
場
合
は
時
綱
が
肥
後
守
に
な
っ
た
折
、

遥
か
遠
く
陸
奥
か
ら
、

　
　
　

源
時
綱
、
肥
後
守
に
な
り
て
下
り
ぬ
、
と
聞
き
て
つ
か
は
す

49
わ
れ
だ
に
も
く
や
し
と
思
ふ
に
ま
こ
と
に
や
君
も
遥
か
に
い
く
の
松
原

と
送
っ
た
歌
が
あ
る
の
で
、
大
分
日
時
や
家
集
と
し
て
の
位
置
は
隔
た
っ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
返
歌
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
常
の
家
集
の
概
念
か
ら
は
こ
れ
は
大
き
く
は
ず
れ
て
い
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
自
撰
に
し
ろ
他
撰
に
し
ろ
、
も
し
編
纂
と
い

う
形
で
人
の
手
が
加
わ
っ
て
い
た
ら
、
ま
ず
こ
う
し
た
形
に
は
な
ら
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
Ⅱ
類
本
系
は
、
た
ま
た
ま
為
仲
に
関
す
る
歌
反
古
群
、
旅
を

中
心
と
し
た
、
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
伝
わ
っ
た
本
文
、
と
し

か
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。

歌
の
解
釈
を
は
じ
め
、
細
か
な
問
題
は
他
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
以
上
、

家
集
を
理
解
す
る
上
で
ご
く
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
い
く
つ
か
考
え
て
み

た
。注１ 　

久
保
木
哲
夫
「『
橘
為
仲
集
』
考
」
国
語
と
国
文
学　

一
九
七
一
・
四

の
ち
『
平
安
時
代
私
家
集
の
研
究
』
笠
間
書
院
に
収
録
。

２�  

犬
養
廉
「
橘
為
仲
集
と
そ
の
集
―
古
代
末
期
の
歌
人
像
―
」
国
語
と
国

文
学　

一
九
五
八
・
一
二　

の
ち
『
安平 

和
歌
と
日
記
』
笠
間
書
院
に
収
録
。

３�　

石
井
文
夫
『
橘
為
仲
集
全
釈
』
笠
間
書
院　

一
九
八
七
・
九

４�　

高
重
久
美
「『
橘
為
仲
朝
臣
集
』
に
お
け
る
問
題
―
編
年
性
を
め
ぐ
っ

て
―
」
和
歌
文
学
研
究　

一
九
八
九
・
一
一　

の
ち
『
和
歌
六
人
党
と
そ

の
時
代
』
和
泉
書
院
に
収
録
。

５�　

好
村
友
江
・
中
嶋
眞
理
子
・
目
加
田
さ
く
を
『
橘
為
仲
朝
臣
集
全
釈
』

風
間
書
房　

一
九
九
八
・
四

６ 　

久
曾
神
昇
「
橘
為
仲
朝
臣
集　

西
行
筆
跡
」
書
学　

一
九
九
一
・
一
一　

日
本
書
道
教
育
学
会

７�　
『
橘
為
仲
朝
臣
集
』
解
説 

片
桐
洋
一　

思
文
閣
出
版　

二
〇
〇
三
・
一

〇
８�　

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
平
安
私
家
集　

十
』
朝
日
新
聞
社　

二
〇
〇

四
・
八

９�  

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
平
安
私
家
集　

十
二
』
朝
日
新
聞
社  

二
〇
〇

八
・
四

10���

金
子
美
希
「『
四
条
宮
下
野
集
』
の
研
究
―
下
野
邸
歌
会
に
つ
い
て
―
」

国
文
　
二
〇
一
一
・
七

11�　

増
淵
勝
一
「
和
歌
六
人
党
伝
考
」（『
平
安
朝
文
学
成
立
の
研
究　

韻
文
編
』

国
研
出
版　

一
九
九
一
）
や
吉
田
茂
『
経
衡
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

二
〇
〇
二
）

に
よ
れ
ば
、
経
衡
集
一
二
五
の
詞
書
に
「
正
月
七
日

0

0

0

0

、
周
防
守
通
宗

0

0

0

0

0

の
が

り
言
ひ
や
り
は
べ
り
し
」
と
あ
り
、
水
左
記
・
承
保
四
（
一
〇
七
七
）
年

十
月
三
日
の
条
に
「
散
位
藤
通
宗
任
周
防
守

0

0

0

0

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
承
保

四
年
の
十
月
に
は
ま
だ
生
存
し
て
お
り
、
一
二
五
番
歌
の
詠
は
「
正
月
」

だ
か
ら
、
没
年
は
少
な
く
と
も
翌
承
暦
二
（
一
〇
七
八
）
年
以
降
に
な
る
、

と
い
う
。
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橘為仲集における二、三の問題



追
記校

正
段
階
に
お
い
て
、

　
 

大
塚
誠
也
「『
為
仲
集
』
乙
本
に
お
け
る
待
遇
意
識
・
日
付
・
寬
子
後
宮
」

日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル　

二
〇
二
二
・
六

な
る
論
考
に
接
し
た
。
乙
本
と
は
小
論
に
お
け
る
Ⅱ
類
本
の
こ
と
で
あ
る
。
小

論
と
は
着
眼
点
も
考
え
方
も
異
な
り
、
も
ち
ろ
ん
納
得
で
き
る
面
も
首
を
か
し

げ
ざ
る
を
得
な
い
面
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
も
あ
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
ぜ
ひ
参
照
願
い
た
い
。

受
領
日
　
二
〇
二
二
年
四
月
二
五
日

受
理
日　

二
〇
二
二
年
六
月　

八
日

（ 56 ）
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