
｢
三
十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿

(
2
)

︱
︱

｢
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
を
読
む

︱
︱

吉

海

直

人

【
要
旨
︼
本
稿
で
は
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
の
基
礎
作
業
と
し
て
︑
底
本
と
す

べ
き
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
を
翻
刻
し
︑
私
見
を
含
む
解
説
と
付
録
を

付
し
た
︒
こ
れ
を
雑
多
な
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
研
究
の
出
発
点
と
し
た
い
か

ら
で
あ
る
︒

【
キ
ー
ワ
ー
ド
︼
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
・
藤
原
為
家
・
歌
仙
絵

【
翻
刻
︼
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙

正
三
位
柿
下
朝
臣
人
麿

〈

左
1

﹀

1
ほ
の
ぼ
の
と
あ
か
し
の
う
ら
の
あ
さ
ぎ
り
に
し
ま
が
く
れ
ゆ
く
舟
を
し

ぞ
お
も
ふ

(
公
)

〈
出
典
﹀
古
今
集
四
〇
九
・
巻
九
﹁
題
知
ら
ず

読
み
人
知
ら
ず(
1
)
﹂
左

注
﹁
こ
の
歌
は
あ
る
人
の
曰
く
柿
本
人
麿
が
歌
な
り
﹂
・
古

今
集
仮
名
序
﹁
人
麿
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
て
い
く
明
石
の
浦
の
朝
霧
の
中
︑
島

影
に
姿
を
消
し
て
い
く
舟
を
見
て
い
る
と
︑
し
み
じ
み

と
し
た
気
分
に
な
る
︒

〈
追
記
﹀
｢
ほ
の
ぼ
の
と
﹂
は
こ
の
歌
が
初
出
の
表
現

(
非
万
葉
語
)
︒

﹁
明
く
﹂
に
﹁
明
石
﹂
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
ほ
の

ぼ
の
と
﹂
は
﹁
明
く
﹂
を
導
く
枕
詞
と
も
い
え
る
︒

三
一



淡
路
掾
凡
河
内
躬
恒

〈

左
2

﹀

2
い
づ
く
と
も
春
の
ひ
か
り
は
わ
か
な
く
に
ま
だ
み
よ
し
の
の
山
は
雪
ふ

る

(
俊
)

〈
出
典
﹀
後
撰
集
一
九
・
巻
一
﹁
同
じ

(
延
喜
)
御
時
御
厨
子
所
に
さ

ぶ
ら
ひ
け
る
こ
ろ
︑
沈
め
る
よ
し
を
嘆
き
て
︑
御
覧
ぜ
さ
せ

よ
と
お
ぼ
し
く
て
︑
あ
る
蔵
人
に
贈
り
て
侍
け
る
十
二
首
が

う
ち

躬
恒
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
ど
こ
と
い
っ
て
春
の
光
は
分
け
隔
て
し
な
い
の
に
︑
ま

だ
吉
野
の
山
に
は
雪
が
降
っ
て
い
る
こ
と
よ

(
同
じ
よ

う
に
私
は
帝
の
恩
恵
を
蒙
る
こ
と
な
く

(
官
位
の
昇
進

も
な
く
)
不
遇
の
身
で
沈
ん
で
い
る
こ
と
よ
)
︒

②
我
が
宿
の
花
見
が
て
ら
に
来
る
人
は
散
り
な
む
後
ぞ
恋
し
か
る
べ
き

(
公
)

〈
出
典
﹀
古
今
集
六
七
・
巻
一
﹁
桜
の
花
の
咲
け
り
け
る
を
見
に
ま
う

で
来
た
り
け
る
人
に
︑
よ
み
て
贈
り
け
る

躬
恒
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
我
が
家
に
花
見
を
か
ね
て
お
い
で
に
な
る
人
は
︑

(
花

が
散
っ
た
後
に
は
も
う
来
て
く
だ
さ
ら
な
い
だ
ろ
う
か

ら
)
恋
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒

〈
追
記
﹀
｢
い
づ
く
と
も
﹂
歌
は
公
任
の
﹃
三
十
六
人
撰
﹄
に
な
い
歌
な

の
で
︑
損
傷
後
に
補
入
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒
む
し
ろ

﹁
我
が
宿
の
﹂
の
方
が
本
来
の
歌
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

中
納
言
従
三
位
兼
行
春
宮
大
夫
大
伴
家
持

〈

左
3

﹀

3
さ
ほ
し
か
の
あ
さ
た
つ
を
の

(
の
べ
)
の
あ
き
は
ぎ
に
た
ま
と
見
る
ま

で
を
る
る
し
ら
つ
ゆ

(
公
)

〈
出
典
﹀
万
葉
集
一
五
九
八

(
一
六
〇
二
)
﹁
大
伴
宿
祢
家
持
秋
歌
三

首
﹂
・
﹃
新
古
今
集
﹄
三
三
四

〈
現
代
語
訳
﹀
牡
鹿
が
朝
に
立
っ
て
い
る
野
辺
の
秋
萩
に
︑
真
珠
の
よ

う
な
白
露
が
降
り
て
い
る
こ
と
よ
︒

蔵
人
頭
右
近
衛
権
中
将
従
四
位
在
原
朝
臣
業
平

〈

左
4

﹀

4
代

(
世
)
の
中
に
た
え
て
さ
く
ら
の
な
か
り
せ
ば
は
る
の
こ
こ
ろ
は
の

ど
け
か
ら
ま
し

(
公
)

〈
出
典
﹀
古
今
集
五
三
・
巻
一
﹁
渚
院
に
て
桜
を
見
て
よ
め
る

在
原

業
平
朝
臣
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
こ
の
世
の
中
に
も
し
桜
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
し
た

｢
三
十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿

(
2
)

三
二



ら
︑
春
の
心
は
ど
ん
な
に
の
ん
び
り
し
た
も
の
だ
ろ
う

か

(
で
も
現
実
に
は
の
ど
か
に
は
い
ら
れ
な
い
)
︒

律
師
素
性

〈

左
5

﹀

5
い
ま
こ
む
と
い
ひ
し
ば
か
り
に
な
が
つ
き
の
あ
り
あ
け
の
月
を
ま
ち
い

で
つ
る
か
な

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
古
今
集
六
九
一
・
巻
十
四
﹁
題
知
ら
ず

素
性
法
師
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
す
ぐ
に
来
る
よ

(
行
く
よ
)
と
あ
な
た
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
も
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
を
あ
て
に
し
て
毎
夜
待
っ
て
い

る
う
ち
に
︑
い
つ
し
か
秋
も
更
け
︑
九
月
下
旬
の
有
明

の
月
が
出
る
の
を
待
ち
明
か
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す

(
あ
な
た
は
来
な
い
)
︒

猿
丸
大
夫

〈

左
6

﹀

6
お
ち
こ
ち
の
た
づ
き
も
し
ら
ぬ
や
ま
中
に
お
ぼ
つ
か
な
く
も
よ
ぶ
こ
ど

り
か
な

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
古
今
集
二
九
・
巻
一
﹁
題
知
ら
ず

読
み
人
知
ら
ず(
2
)

﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
遠
近
の
区
別
も
つ
か
な
い
山
中
で
︑
頼
り
な
げ
に
私
を

呼
ん
で
惑
わ
す
よ
う
に
鳴
い
て
い
る
呼
子
鳥
で
あ
る
こ

と
よ
︒

中
納
言
従
三
位
兼
行
右
衛
門
督
藤
原
兼
輔

〈

左
7

﹀

7
人
の
お
や
の
こ
こ
ろ
は
や
み
に
あ
ら
ね
ど
も
こ
を
お
も
ふ
み
ち
に
ま
よ

(
ど
)
ひ
ぬ
る
か
な

(
公
)

〈
出
典
﹀
後
撰
集
一
一
〇
二
・
巻
十
五
﹁
太
政
大
臣
の
︑
左
大
将
に
て

す
ま
ひ
の
か
へ
り
あ
る
じ
し
侍
り
け
る
日
︑
中
将
に
て
ま
か

り
て
︑
こ
と
を
は
り
て
こ
れ
か
れ
ま
か
り
あ
か
れ
け
る
に
︑

や
む
ご
と
な
き
人
二
三
人
ば
か
り
と
ど
め
て
︑
ま
ら
う
ど
あ

る
じ
さ
け
あ
ま
た
た
び
の
の
ち
︑
ゑ
ひ
に
の
り
て
こ
ど
も
の

う
へ
な
ど
申
し
け
る
つ
い
で
に

兼
輔
朝
臣
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
親
の
心
は
決
し
て
闇
な
ど
で
は
な
い
の
に
︑
子
供
の
こ

と
と
な
る
と
分
別
を
な
く
し
て
︑
闇
路
を
迷
っ
て
い
る

ば
か
り
で
す
︒

権
中
納
言
従
三
位
藤
原
敦
忠

〈

左
8

﹀

8
あ
ひ
見
て
の
の
ち
の
こ
こ
ろ
に
く
ら
ぶ
れ
ば
む
か
し
は
も
の
を
お
も
は

ざ
り
け
り

(
公
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
二
六
三
・
拾
遺
集
七
一
〇
・
巻
十
二
﹁
題
知
ら
ず

｢
三
十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿

(
2
)

三
三



権
中
納
言
敦
忠
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
あ
な
た
と
契
り
を
結
ん
だ
今
の
恋
し
さ
に
較
べ
る
と
︑

逢
う
以
前
の
物
思
い
な
ど
無
き
に
等
し
い
も
の
で
し
た
︒

従
四
位
下
守
右
大
弁
源
公
忠

〈

左
9

﹀

9
行
き
や
ら
で
や
ま
ぢ
く
ら
し
つ
ほ
と
と
ぎ
す
い
ま
一
こ
ゑ
の
き
か
ま
ほ

し
さ
に

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
七
二
・
拾
遺
集
一
〇
六
・
巻
二
﹁
北
宮
の
も
ぎ
の
屏

風
に

源
公
忠
朝
臣
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
山
道
を
行
き
す
ぎ
る
こ
と
が
で
き
ず
日
を
暮
ら
し
て
し

ま
い
ま
し
た
︒
山
道
で
聞
い
た
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声

を
も
う
一
度
聞
き
た
い
ば
っ
か
り
に
︒

斎
宮
女
御
徽
子

〈

左
10

﹀

10
こ
と
の
ね
に
み
ね
の
松
風
か
よ
ふ
ら
し
い
づ
れ
の
お
よ
り
し
ら
べ
そ
め

け
む

(
公
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
五
二
二
・
拾
遺
集
四
五
一
・
巻
八
﹁
野
の
宮
に
斎
宮

の
庚
申
し
侍
り
け
る
に
︑
松
風
入
夜
琴
と
い
ふ
題
を
よ
み
侍

り
け
る

斎
宮
女
御
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
琴
の
音
に
峰
の
松
風
が
通
い
合
っ
て
い
る
よ
う
で
す
︒

こ
れ
は
琴
の
ど
の
緒
と
峰
の
ど
の
尾
か
ら
奏か

な

で
始
め
ら

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
︒

正
四
位
下
行
右
京
大
夫
源
朝
臣
宗
于

〈

左
12

﹀

11
と
き
は
な
る
松
の
み
ど
り
も
春
く
れ
ば
い
ま
ひ
と
し
ほ
の
色
ま
さ
り
け

り

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
古
今
集
二
四
・
巻
一
﹁
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
に
よ
め
る

源

宗
于
の
朝
臣
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
常
緑
の
松
の
緑
も
︑
春
が
来
る
と
も
う
一
回
染
め
汁
に

浸
し
た
よ
う
に
緑
の
色
が
濃
く
な
る
こ
と
だ
︒

従
四
位
上
行
右
兵
衛
督
藤
原
敏
行

〈

左
11

﹀

12
あ
き
き
ぬ
と
め
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
お
と
に
ぞ
お
ど
ろ
か

れ
ぬ
る

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
古
今
集
一
六
九
・
巻
四
﹁
秋
立
つ
日
よ
め
る

藤
原
敏
行
朝

臣
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
秋
が
来
た
と
見
た
目

(
視
覚
)
で
は
は
っ
き
り
わ
か
ら

な
い
が
︑
涼
し
い
風
の
音

(
聴
覚
・
触
覚
)
に
あ
あ
も

｢
三
十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿

(
2
)

三
四



う
秋
だ
な
と
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
だ
︒

従
五
位
上
行
紀
伊
守
藤
原
朝
臣
清
忠

(

正
)

〈

左
13

﹀

13
ね
の
ひ
し
に
し
め
つ
る
野
辺
の
ひ
め
こ
松
ひ
か
で
や
ち
よ
の
か
げ
を
ま

た
ま
し

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
新
古
今
集
七
〇
九
・
巻
七
﹁
子
日
を
よ
め
る

藤
原
清
正

き
よ
た
だ

﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
子
の
日
の
お
祝
い
の
た
め
に
標
を
結
っ
て
お
い
た
姫
小

松
だ
が
︑
引
き
抜
か
な
い
で
千
年
後
に
大
木
に
育
っ
て

豊
か
な
木
陰
を
作
る
の
を
待
と
う
か
︒

正
六
位
上
行
下
総
権
大
掾
藤
原
興
風

〈

左
14

﹀

14
た
れ
を
か
も
し
る
人
に
せ
む
た
か
さ
ご
の
松
も
む
か
し
の
と
も
な
ら

な
く
に

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
古
今
集
九
〇
九
・
巻
十
七
﹁
題
知
ら
ず

藤
原
興
風
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
一
体
誰
を
昔
か
ら
の
友
達
と
し
よ
う
か
︒
高
砂
の
松

の
他
に
誰
も
い
な
い
︒
そ
の
松
に
し
て
も
︑
決
し
て

昔
か
ら
の
友
で
は
な
い
も
の
を
︒

従
五
位
下
行
大
内
記
坂
上
是
則

〈

左
15

﹀

15
み
よ
し
の
の
や
ま
の
し
ら
雪
つ
も
る
ら
し
ふ
る
さ
と
さ
む
く
な
り
ま
さ

り
行

(
ま
さ
る
な
り
)

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
古
今
集
三
二
五
・
巻
六
﹁
奈
良
の
京
に
ま
か
れ
る
時
に
宿
れ

り
け
る
所
に
て
よ
め
る

坂
上
是
則
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
吉
野
山
に
は
白
雪
が
降
り
積
も
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
︒

旧
都
奈
良
が
こ
ん
な
に
寒
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
︒

小
大
君

〈

左
16

﹀

16
い
は
ば
し
の
よ
る
の
ち
ぎ
り
も
絶
ぬ
べ
し
あ
く
る
わ
び
し
き
か
つ
ら
ぎ

の
神

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
四
七
七
・
拾
遺
集
一
二
〇
一
・
巻
十
八
﹁
大
納
言
朝

光
下
臈
に
侍
け
る
時
女
の
も
と
に
忍
び
て
ま
か
り
て
暁
に
帰

ら
じ
と
言
ひ
け
れ
ば

春
宮
女
蔵
人
左
近(
3
)

﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
久
米
路
の
岩
橋
の
工
事
が
中
断
し
た
よ
う
に
︑
あ
な
た

と
の
仲
も
途
絶
え
そ
う
で
す
︒
葛
城
の
神
の
よ
う
に
醜

い
私
の
顔
を
見
よ
う
と
︑
夜
明
け
ま
で
帰
ら
な
い
お
つ

も
り
な
ら

(
顔
を
見
ら
れ
る
の
は
恥
ず
か
し
い
)
︒

｢
三
十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿

(
2
)

三
五



祭
主
正
六
位
下
行
神
祇
大
副
大
中
臣
能
宣

〈

左
17

﹀

17
千
と
せ
ま
で
か
ぎ
れ
る
松
も
け
ふ
よ
り
は
き
み
に
ひ
か
れ
て
よ
ろ
づ
よ

や
へ
ん

(
公
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
二
一
・
拾
遺
集
二
四
・
巻
一
﹁
入
道
式
部
卿
の
み
こ

の
︑
子
の
日
し
侍
り
け
る
所
に

大
中
臣
能
宣
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
千
年
ま
で
と
寿
命
が
定
め
ら
れ
て
い
る
松
も
︑
今
日
か

ら
は
あ
な
た
の
長
寿
に
あ
や
か
っ
て
︑
万
年
も
行
き
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

従
五
位
上
行
駿
河
守
平
朝
臣
兼
盛

〈

左
18

﹀

18
か
ぞ
ふ
れ
ば
わ
が
身
に
つ
も
る
と
し
つ
き
を
お
く
り
む
か
ふ
と
な
に
い

そ
ぐ
ら
ん

(
公
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
一
六
九
・
拾
遺
集
二
六
一
・
巻
四
﹁
斎
院
の
屏
風
に
︑

十
二
月
つ
ご
も
り
の
夜

兼
盛
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
数
え
て
み
る
と
す
べ
て
我
が
身
に
積
も
る
年
月
な
の
に
︑

ど
う
し
て
人
は
大
晦
日
を
送
っ
た
り
新
年
を
迎
え
た
り

と
あ
わ
た
だ
し
く
過
ご
す
の
だ
ろ
う
か
︒

大
内
記
紀
貫
之

〈

右
1

﹀

19
さ
く
ら
ち
る
木
の
下
風
は
さ
む
か
ら
で
そ
ら
に
し
ら
れ
ぬ
雪
ぞ
ふ
り
け

る

(
公
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
四
二
・
拾
遺
集
六
四
・
巻
一
﹁
亭
子
院
歌
合
に

貫

之
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
桜
が
散
る
木
の
下
を
吹
く
風
は
寒
く
は
な
い
が
︑
天
の

あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
雪

(
桜
の
は
な
び
ら
)
が
降
っ
て
い

る
こ
と
よ
︒

伊
勢

〈

右
2

﹀

20
み
は
の
や
ま
い
か
に
ま
ち
見
む
と
し
ふ
と
も
た
づ
ぬ
る
人
も
あ
ら
じ
と

お
も
へ
ば

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
古
今
集
七
八
〇
・
巻
十
五
﹁
仲
平
の
朝
臣
あ
ひ
し
り
て
侍
り

け
る
を
︑
離
れ
が
れ
に
な
り
に
け
れ
ば
︑
父
が
大
和
守
に
侍

り
け
る
も
と
へ
ま
か
る
と
て
︑
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

伊

勢
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
私
は
三
輪
の
山
で
あ
な
た
を
お
待
ち
す
る
こ
と
は
い
た

し
ま
せ
ん
︒
た
と
え
何
年
経
っ
て
も
あ
な
た
が
私
を
訪

｢
三
十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿

(
2
)

三
六



ね
て
く
れ
る
は
ず
も
な
い
の
で
︒

山
辺
赤
人

〈

右
3

﹀

21
わ
か
の
う
ら
に
し
ほ
み
ち
く
れ
ば
か
た
を
波

(
な
み
)
あ
し
べ
を
さ
し

て
た
づ
な
き
わ
た
る

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
万
葉
集
九
一
九

(
九
二
四
)
﹁
山
部
宿
祢
赤
人(
4
)

﹂
・
古
今
集
仮

名
序
﹁
赤
人
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
和
歌
の
浦
に
潮
が
満
ち
て
く
る
と
干
潟
が
な
く
な
る
の

で
︑
葦
の
茂
っ
て
い
る
辺
り
を
め
ざ
し
て
鶴
が
鳴
き
な

が
ら
飛
ん
で
い
く
こ
と
よ
︒

大
僧
正
遍
照

〈

右
4

﹀

22
す
ゑ
の
つ
ゆ
も
と
の
し
づ
く
や
よ
の
中
の
お
く
れ
さ
き
だ
つ
た
め
し
な

る
ら
ん

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
新
古
今
集
七
五
七
・
巻
八
﹁
題
知
ら
ず

僧
上
遍
昭
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
木
の
先
端
の
露
と
根
元
の
雫
と
ど
ち
ら
が
先
に
落
ち
る

か
︑
そ
の
早
い
遅
い
は
こ
の
世
の
中
の
は
か
な
さ
を
喩

え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

大
内
記
友
則

〈

右
5

﹀

23
夕
さ
れ
ば
さ
ほ
の
か
は
ら
の
か
は
ぎ
り
に
と
も
ま
よ

(
ど
)
は
せ
る
千

鳥
な
く
な
り

(
公
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
一
四
八
・
拾
遺
集
二
三
八
・
巻
四
﹁
題
知
ら
ず

紀

友
則
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
夕
方
に
な
る
と
佐
保
の
川
原
に
川
霧
が
立
ち
込
め
︑
友

と
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
千
鳥
が
し
き
り
に
鳴
い
て
い
る

こ
と
だ

(
な
ん
と
心
細
い
こ
と
よ
)
︒

小
野
小
町

〈

右
6

﹀

24
い
ろ
見
え
で
う
つ
ろ
ふ
も
の
は
よ
の
中
の
人
の
こ
こ
ろ
の
は
な
に
ぞ
あ

り
け
る

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
古
今
集
七
九
七
・
巻
十
五
﹁
題
知
ら
ず

小
野
小
町
﹂
・
古
今

集
仮
名
序
﹁
小
野
小
町
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
顔
色
に
も
表
れ
な
い
で
い
つ
の
間
に
か
変
わ
る
の
は
︑

こ
の
世
の
中
の
人

(
移
り
気
な
男
)
の
心
な
の
で
す
ね
︒

｢
三
十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿

(
2
)

三
七



中
納
言
従
三
位
藤
原
朝
忠

〈

右
7

﹀

25
あ
ふ
こ
と
の
た
え
て
し
な
く
は
な
か
な
か
に
人
を
も
身
を
も
う
ら
み
ざ

ら
ま
し

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
二
四
二
・
拾
遺
集
六
七
八
・
巻
十
一
﹁
天
暦
御
時
歌

合
に

中
納
言
朝
忠
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
い
っ
そ
逢
う
こ
と
が
二
度
と
無
い
の
な
ら
︑
か
え
っ
て

あ
な
た
の
つ
ら
さ
も
我
が
身
の
は
か
な
さ
も
︑
恨
ま
な

い
で
済
ん
だ
だ
ろ
う
に
︒

右
近
衛
権
少
将
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
高
光

〈

右
8

﹀

26
か
く
ば
か
り
へ
が
た
く
見
ゆ
る
よ
の
中
に

(
を
)
う
ら
や
ま
し
く
も
す

め
る
月
か
な

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
五
〇
八
・
拾
遺
集
四
三
五
・
巻
八
﹁
法
師
に
な
ら
ん

と
思
ひ
た
ち
侍
り
け
る
こ
ろ
︑
月
を
見
侍
り
て

藤
原
高

光
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
こ
の
よ
う
に
過
ご
し
に
く
い

(
住
み
に
く
い
)
と
思
え

る
世
の
中
な
の
に
︑
月
は
羨
ま
し
い
ほ
ど
に
清
ら
か
に

澄
ん
で

(
住
ん
で
)
い
る
こ
と
よ
︒

右
近
番
長
壬
生
忠
岑

〈

右
9

﹀

27
は
る
た
つ
と
い
ふ
ば
か
り
に
や
み
よ
し
の
の
や
ま
も
か
す
み
て
け
さ
は

見
ゆ
ら
ん

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
一
・
拾
遺
集
一
・
巻
一
﹁
平
定
文
が
家
の
歌
合
に
詠

み
侍
り
け
る

壬
生
忠
岑
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
立
春
に
な
っ
た
と
思
う
だ
け
で
︑
ま
だ
雪
に
覆
わ
れ
て

い
る
は
ず
の
吉
野
山
も
︑
今
朝
は
霞
ん
で
春
め
い
て
見

え
る
の
だ
ろ
う
か
︒

祭
主
神
祇
大
副
従
四
位
下
大
中
臣
頼
基

〈

右
10

﹀

28
つ
く
ば
や
ま
い
と
ど
し
げ
き
に
紅
葉
し
て
み
ち
見
え
ぬ
ま
で
お
ち
や
し

ぬ
ら
ん

(
公
)

〈
出
典
﹀
不
詳(

5
)

〈
現
代
語
訳
﹀
筑
波
山
は
た
い
そ
う
木
々
が
茂
っ
て
い
る
の
で
︑
道
が

見
え
な
い
く
ら
い
に
落
葉
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

｢
三
十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿

(
2
)

三
八



従
五
位
下
左
馬
助
源
朝
臣
重
之

〈

右
11

﹀

29
よ
し
の
や
ま
み
ね
の
し
ら
雪
い
つ
き
え
て
け
さ
は
か
す
み
の
た
ち
か
は

る
ら
ん

(
公
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
集
四
・
巻
一
﹁
冷
泉
院
東
宮
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
︑

歌
た
て
ま
つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば

源
重
之
﹂
・
三
奏

本
金
葉
集
一
・
巻
一
﹁
は
つ
春
の
こ
こ
ろ
を
よ
め
る

源
重

之
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
吉
野
山
の
峰
に
積
も
っ
て
い
た
白
雪
は
い
つ
の
間
に
か

消
え
︑
今
朝
は
春
の
霞
に
替
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

前
陸
奥
守
従
四
位
下
源
朝
臣

信
明

さ
ね
あ
き
ら

〈

右
12

﹀

30
こ
ひ
し
さ
は
お
な
じ
こ
こ
ろ
に
あ
ら
ず
と
も
こ
よ
ひ
の
月
を
き
み
み
ざ

ら
め
や

(
公
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
三
六
三
・
拾
遺
集
七
八
七
・
巻
十
三
﹁
月
あ
か
か
り

け
る
夜
︑
女
の
許
に
つ
か
は
し
け
る

源
信
明
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
あ
な
た
が
私
ほ
ど
恋
し
く
思
わ
な
い
と
し
て
も
︑
今
夜

照
っ
て
い
る
月
を
恋
し
く
見
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い

は
ず
だ
︒

従
五
位
上
行
能
登
守
源
朝
臣
順

〈

右
13

﹀

31
水
の
お
も
に
て
る
月
な
み
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
こ
よ
ひ
ぞ
秋
の
も
な
か
な
り

け
る

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
一
一
九
・
拾
遺
集
一
七
一
・
巻
三
﹁
屏
風
に
︑
八
月

十
五
夜
池
あ
る
家
に
人
あ
そ
び
し
た
る
所

源
順
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
月
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
水
面
の
浪
の
数

(
月
次
)
を

数
え
て
み
る
と
︑
今
夜
は
中
秋
の
名
月

(
八
月
十
五

夜
)
で
あ
っ
た
な
あ
︒

肥
後
守
従
五
位
上
清
原
元
輔

〈

右
14

﹀

32
秋
の
の
の
は
ぎ
の
に
し
き
を
ふ
る
さ
と
に
し
か
の
ね
な
が
ら
う
つ
し
て

し
哉

(
公
)

〈
出
典
﹀
和
漢
朗
詠
集
二
八
五
﹁
元
輔(

6
)

﹂
・
続
詞
花
集
二
二
〇
・
巻
五

﹁
斎
宮
の
野
宮
に
て
人
々
は
ぎ
の
歌
よ
み
侍
り
け
る
に

大

蔵
卿
匡
房
)
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
秋
の
野
に
錦
の
よ
う
に
咲
い
て
い
る
萩
の
花
を
︑
私
の

邸
に
鹿
の
音
と
一
緒
に
移
し
植
え
た
い
も
の
だ
な
あ
︒

｢
三
十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿

(
2
)

三
九



丹
波
守
従
五
位
下
藤
原
元
真

〈

右
15

﹀

33
と
し
ご
と
の
は
る
の
わ
か
れ
を
あ
は
れ
と
も
人
に
お
く
る
る
人
ぞ
し
る

ら
ん

(
公
)

〈
出
典
﹀
和
漢
朗
詠
集
六
三
九
﹁
清
原
元
真(

7
)

﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
毎
年
春
に
は
地
方
に
赴
任
す
る
人
を
送
っ
て
悲
し
い
別

れ
を
す
る
が
︑
都
に
残
る

(
赴
任
で
き
な
い
)
自
分
の

身
を
思
う
と
︑
一
層
悲
し
み
が
増
す
こ
と
だ
︒

正
五
位
下
行
伊
賀
守
藤
原
朝
臣
仲
文

〈

右
16

﹀

34
あ
り
あ
け
の
月
の
ひ
か
り
を
ま
つ
ほ
ど
に
わ
が
よ
の
い
た
く
ふ
け
に
け

る
か
な

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
五
〇
九
・
拾
遺
集
四
三
六
・
巻
八
﹁
冷
泉
院
の
東
宮

に
お
は
し
ま
し
け
る
時
月
を
待
つ
心
の
歌
男
ど
も
の
詠
み
侍

け
る
に

藤
原
仲
文
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
月
の
出
の
遅
い
有
明
の
月
を
待
っ
て
い
る
う
ち
に
︑

す
っ
か
り
夜
も
更
け
て
し
ま
っ
た
な
あ
︒
同
時
に
東
宮

が
即
位
し
て
そ
の
恩
恵
を
蒙
る
の
を
待
っ
て
い
る
う
ち

に
︑
私
も
す
っ
か
り
老
け
て
し
ま
っ
た
な
あ
︒

摂
津
権
大
目
壬
生
忠
視

(

見
)

〈

右
17

﹀

35
や
か
ず
と
も
く
さ
は
も
え
な
む
か
す
が
野
を
た
だ
は
る
の
日
に
ま
か
せ

た
ら
な
む

(
公
・
俊
)

〈
出
典
﹀
新
古
今
集
七
八
・
巻
一
﹁
題
知
ら
ず

壬
生
忠
見
﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
た
と
え
野
焼
き
し
な
く
て
も
︑
春
に
な
る
と
草
は
萌
え

出
る
で
し
ょ
う
︒
こ
の
春
日
野
は
春
の
日
と
書
く
の
だ

か
ら
︒

中
務

〈

右
18

﹀

36
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
な
か
り
せ
ば
雪
き
え
ぬ
や
ま
ざ
と
い
か
で
は
る
を
し

ら
ま
し

(
公
)

〈
出
典
﹀
拾
遺
抄
六
・
巻
一
﹁
読
人
知
ら
ず
﹂
・
拾
遺
集
一
〇
・
巻
一

﹁
天
暦
十
年
三
月
二
十
九
日
内
裏
歌
合
に

中
納
言
朝
忠(

8
)

﹂

〈
現
代
語
訳
﹀
春
を
告
げ
る
鶯
の
声
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
︑
雪
が
消

え
残
っ
て
い
る
山
里
は
ど
う
し
て
春
が
訪
れ
た
こ
と
を

知
る
の
で
し
ょ
う
か
︒

｢
三
十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿

(
2
)

四
〇



〔
注
︺

(
1
)
こ
の
歌
は
﹃
古
今
集
﹄
の
中
で
も
作
者
を
﹁
読
み
人
知
ら
ず
﹂
と
す
る

か
﹁
人
麿
﹂
と
す
る
か
で
揺
れ
て
い
る
︒
本
来
は
﹃
万
葉
集
﹄
に
な
い

非
人
麻
呂
歌
で
あ
る
︒

(
2
)
こ
の
歌
も
﹃
古
今
集
﹄
で
は
﹁
読
み
人
知
ら
ず
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒
た

だ
し
﹃
猿
丸
大
夫
集
﹄
に
あ
る
こ
と
か
ら
︑
公
任
は
猿
丸
歌
と
見
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
︒

(
3
)
三
条
天
皇
の
東
宮
時
代
に
女
蔵
人
と
し
て
仕
え
た
の
で
﹁
春
宮
女
蔵
人

左
近
﹂
と
称
さ
れ
た
︒
な
お
小
大
君
は
︑
か
つ
て
は
﹁
こ
だ
い
の
き

み
﹂
と
訓
読
さ
れ
た
が
︑
最
近
は
﹁
こ
お
お
き
み
﹂
﹁
こ
お
お
ぎ
み
﹂

と
さ
れ
て
い
る
︒

(
4
)
﹃
万
葉
集
﹄
で
は
﹁
山
部
﹂
表
記
に
な
っ
て
い
る
︒
平
安
以
降
は
﹁
山

辺
﹂
表
記
が
多
い
︒
勅
撰
集
不
掲
出
歌
︒

(
5
)
勅
撰
集
不
掲
出
歌
︒

(
6
)
勅
撰
集
不
掲
出
歌
︒
ま
た
﹃
続
詞
花
集
﹄
で
は
作
者
が
﹁
大
江
匡
房
﹂

と
な
っ
て
い
る
︒

(
7
)
勅
撰
集
不
掲
出
歌
︒

(
8
)
﹃
三
十
六
人
撰
﹄
で
は
﹁
中
務
﹂
の
歌
に
な
っ
て
い
る
が
︑
﹃
拾
遺
集
﹄

で
は
﹁
朝
忠
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹃
拾
遺
抄
﹄
で
は
﹁
読
人
知
ら
ず
﹂
と

な
っ
て
い
る
︒

【
解
説
︼
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
の
不
思
議

一
︑
配
列
は
二
通
り

先
に
﹁
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿
﹂
を
作
成
し
た
が(
1
)

︑
そ
れ
と

﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
を
比
較
す
る
と
︑
す
ぐ
に
配
列
が
相
違
し
て
い

る
こ
と
に
気
付
く
︒
そ
れ
は
ど
ち
ら
か
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は

な
く
︑
も
と
も
と
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
が
歌
合
形
式
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
先
の
も
の
は
歌
合
形
式
に
左
右
・
左

右
と
番
い
で
配
列
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
佐
竹
本
は
左
十
八
首

(
上

巻
)
に
続
い
て
右
十
八
首

(
下
巻
)
と
い
う
配
列
に
な
っ
て
い
る
︒
と
い

う
よ
り
佐
竹
本
は
左
の
歌
で
一
巻
︑
右
の
歌
で
一
巻
を
費
や
し
て
書
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
︒
ど
う
や
ら
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
は
︑
左
右
で
一
番
・
二

番
と
書
か
れ
て
い
る
形
態
の
も
の
と
︑
左
は
左
︑
右
は
右
で
分
け
て
書
か

れ
て
い
る
形
態
の
も
の
と
に
大
き
く
二
分
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
は

元
の
﹃
三
十
六
人
撰
﹄
が
︑
歌
人
を
左
右
で
は
な
く
上
下
に
分
け
て
い
る

こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒
佐
竹
本
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
二
巻
仕
立

て
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

そ
れ
も
あ
っ
て
佐
竹
本
の
歌
仙
絵
は
︑
必
ず
し
も
左
右
の
歌
人
が
向
き

合
っ
て
は
い
な
い
︒
歌
合
は
左
右
で
一
対

(
一
番
)
な
の
で
︑
並
べ
た
時

｢
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十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
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に
左
右
が
向
き
合
う
よ
う
に
描
か
れ
る
の
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
︒
と
こ

ろ
が
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
で
は
︑
そ
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
︒
例
え
ば
左
一
番
の
人
麿
が
右
を
見
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
右
一

番
の
貫
之
も
右
を
見
て
お
り
︑
両
者
と
も
同
じ
方
向
を
見
て
い
る

(
向
き

合
っ
て
い
な
い
)
︒

も
と
も
と
﹃
三
十
六
人
撰
﹄
は
歌
合
形
式
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
︑

﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
も
番
い
の
意
識
が
希
薄
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
な

ら
佐
竹
本
は
︑
一
巻
の
中
で
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
い
る
の
か
と
思
っ
た

が
︑
整
合
性
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
あ
る
い
は
左
右
を
タ
テ
に
並
べ
る

鑑
賞
方
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い(
2
)

︒
も
し
そ
う
な
ら
︑
歌
仙
絵
と
は
別
に

撰
ば
れ
た
歌
同
士
の
内
容
的
な
関
連
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
で
違
和
感
が
あ
る
の

は
︑
本
来
︑
敏
行
・
宗
于
の
順
で
あ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
︑
何
故
か
宗
于
・

敏
行
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
単
純
に
錯
簡
が
生
じ
て

い
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
巻
頭
で
は
な
い
躬
恒
に
欠
損
が
あ
る
と

い
う
の
も
︑
巻
子
本
と
い
う
形
態
で
は
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る(
3
)
︒

二
︑
所
収
和
歌
の
煩
雑
さ

そ
れ
と
は
別
に
︑
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
な
ら
で
は
の
厄
介
な
問
題
が
あ
る
︒

そ
れ
は
所
収
和
歌
の
出
入
り

(
取
捨
選
択
)
が
は
な
は
だ
し
い
こ
と
で
あ

る
︒
先
に
翻
刻
し
た
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
と
佐
竹
本
の
所
収
歌
を
比
較
し
て

み
る
と
︑
三
十
六
人
中
二
十
五
人
も
の
歌
が
不
一
致
・
十
一
人
の
歌
が
一

致
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
︒
数
字
的
に
は
三
分
の
二
以
上
が
別
の
歌
を
掲

載
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
れ
は
も
と
も
と
藤
原
公
任
の
﹃
三
十
六
人
撰
﹄
が
︑
一
歌
人
に
十
首

あ
る
い
は
三
首
を
撰
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
る
が
︑
そ
れ
だ
け
で
な
く
一
首

歌
仙
本

(
一
歌
仙
一
首
本
)
に
す
る
際
︑
ど
の
歌
を
取
る
か
に
基
準
が
認

め
ら
れ
ず
︑
そ
の
た
め
諸
本
分
類
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
て
い
る
︒
必
ず

し
も
複
数
の
歌
の
中
か
ら
代
表
歌
を
撰
ん
だ
の
で
は
な
く
︑
先
に
触
れ
た

よ
う
に
組
み
合
わ
せ
の
妙
を
考
慮
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
︒

な
お
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
の
撰
入
歌
の
特
徴
と
し
て
は
︑
﹃
拾
遺

集
﹄
か
ら
撰
ん
だ
歌
が
十
六
首
も
あ
り

(﹃
拾
遺
抄
﹄
は
十
五
首
)
︑
﹃
古

今
集
﹄
か
ら
の
十
首
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ

れ
は
撰
者
が
公
任
だ
か
ら
で
あ
り
︑
そ
こ
に
公
任
の
﹃
古
今
集
﹄
離
れ
が

看
取
さ
れ
る
︒

そ
の
他
︑
頼
基
の
﹁
つ
く
ば
や
ま
﹂
歌
・
元
輔
の
﹁
あ
き
の
の
の
﹂

歌
・
元
真
の
﹁
と
し
ご
と
の
﹂
歌
の
三
首
は
勅
撰
集
不
撰
入
歌
で
あ
っ
た
︒

そ
の
中
に
は
﹃
万
葉
集
﹄
や
﹃
新
古
今
集
﹄
を
出
典
と
す
る
も
の
も
あ
る

｢
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六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿
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し
︑
元
輔
・
元
真
歌
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
所
収
歌
な
の
で
︑
必
ず
し
も
勅

撰
集
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑

後
に
な
っ
て
俊
成
が
公
任
の
撰
ん
だ
歌
を
撰
び
変
え
た
﹃
俊
成
三
十
六
人

歌
合
﹄
か
ら
も
一
首
入
集
し
て
お
り
︑
撰
歌
の
複
雑
さ
は
他
に
類
を
見
な

い
も
の
と
な
っ
て
い
る

(
こ
れ
を
基
本
に
据
え
る
こ
と
の
是
非
も
問
わ
れ

る
)
︒

も
う
一
つ
︑
佐
竹
本
は
﹃
三
十
六
人
撰
﹄
か
ら
撰
入
さ
れ
た
歌
が
ほ
と

ん
ど
だ
が
︑
躬
恒
歌
の
み
は
﹃
俊
成
三
十
六
人
歌
合
﹄
か
ら
採
ら
れ
て
い

る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
な
ん
と
か
説
明
が
付
き
そ
う
だ
︒
と
い
う
の
も

﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
の
中
で
︑
躬
恒
の
絵
・
詞
と
貫
之
の
詞
は
失
わ

れ
て
お
り
︑
狩
野
探
幽
に
よ
る
補
修
・
補
筆
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

そ
の
際
に
﹃
三
十
六
人
撰
﹄
か
ら
歌
を
撰
ぶ
と
い
う
原
則
が
行
な
わ
れ
ず
︑

安
易
に
﹃
俊
成
三
十
六
人
歌
合
﹄
か
ら
撰
ん
だ
歌
を
使
用
し
た
た
め
に
生

じ
た
と
考
え
れ
ば
説
明
が
つ
く(
4
)

︒
こ
れ
が
仮
に
﹁
我
が
宿
に
﹂
歌
で
あ
れ

ば
︑
全
て
﹃
三
十
六
人
撰
﹄
か
ら
の
撰
入
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
意

味
で
は
貫
之
の
歌
に
し
て
も
︑
原
歌
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
と
す
べ
き

か
も
し
れ
な
い

(
幸
い
上
畳
本
も
﹁
桜
散
る
﹂
歌
で
あ
っ
た
)
︒
い
ず
れ

に
し
て
も
佐
竹
本
は
完
本
で
は
な
い
と
見
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
︒

今
後
︑
佐
竹
本
・
業
兼
本
・
上
畳
本
・
為
家
本
な
ど
の
貴
重
な
資
料
が

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
︑
歌
人
別
に
歌
仙
絵
や
所
収
和
歌
が
集
積
さ
れ
る

こ
と
で
︑
簡
単
に
歌
人
毎
の
歌
仙
絵
や
和
歌
の
比
較
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
こ
と
を
望
み
た
い
︒
も
っ
と
も
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
本
分
類
が
す
っ
き

り
す
る
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
︒
む
し
ろ
混
沌
と
し
た
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂

の
撰
歌
の
様
相
が
明
ら
か
に
な
る
と
確
信
し
て
い
る
︒
要
す
る
に
諸
本
分

類
か
ら
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
の
原
型
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
の
で

あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
便
宜
的
に
で
も
︑
最
古
と
さ
れ
て
い
る
﹁
佐
竹
本
三

十
六
歌
仙
﹂
を
基
本
に
据
え
︑
そ
れ
を
物
差
し
と
し
て
考
え
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
る
︒

三
︑
藤
原
為
家
の
関
与
を
考
え
る

｢
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
の
製
作
者
は
︑
伝
藤
原
信
実
画
・
伝
藤
原
良

経
筆
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
あ
く
ま
で
伝
承
作
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

特
に
良
経
は
一
二
〇
六
年
に
三
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
て
お
り
︑
そ
こ
ま
で

成
立
を
遡
ら
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
筆
者
は
後
京
極
流
の

書
を
継
承
す
る
後
人
で
あ
ろ
う(

5
)
︒
そ
れ
に
対
し
て
信
実
は
︑
文
永
三
年

(
一
二
六
六
年
)
頃
ま
で
生
存
し
て
い
る
︒
む
し
ろ
そ
の
信
実
と
組
む
の

に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
︑
藤
原
為
家
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
為
家
な
ら
ば
建

治
元
年

(
一
二
七
五
年
)
ま
で
生
存
し
て
お
り
︑
信
実
と
の
重
な
り
が
長

｢
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い
か
ら
で
あ
る
︒

し
か
も
二
人
は
美
福
門
院
加
賀
の
孫
で
あ
り
︑
百
人
一
首
の
成
立
に
も

必
ず
名
前
が
あ
が
る
人
物
で
あ
っ
た
︒
信
実
な
ど
︑
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌

仙
﹂
﹁
業
兼
本
三
十
六
歌
仙
絵
﹂
﹁
上
畳
本
三
十
六
歌
仙
絵
﹂
の
絵
師
と
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
後
鳥
羽
院
撰
﹃
時
代
不
同
歌
合
﹄
の
歌
仙
絵
の

絵
師
と
し
て
も
名
が
あ
が
っ
て
お
り
︑
百
人
一
首
・
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
・

﹃
時
代
不
同
歌
合
﹄
す
べ
て
の
歌
仙
絵
の
絵
師
と
さ
れ
て
い
る
キ
ー
パ
ー

ソ
ン
で
あ
っ
た(

6
)

︒

そ
こ
に
新
た
に
為
家
が
参
入
す
る
こ
と
に
な
る
︒
藤
原
定
家
の
息
で
あ

る
為
家
が
︑
百
人
一
首
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ

の
為
家
に
は
﹁
為
家
本
三
十
六
歌
仙
絵
﹂
も
あ
り
︑
ま
た
﹁
上
畳
本
三
十

六
歌
仙
絵
﹂
﹁
時
代
不
同
歌
合
絵
﹂
の
和
歌
の
筆
者
と
し
て
も
名
前
が
あ

が
っ
て
い
る
︒
﹁
上
畳
本
三
十
六
歌
仙
絵
﹂
な
ど
︑
ま
さ
し
く
信
実
絵
・

為
家
筆
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

そ
れ
と
は
別
に
﹃
時
代
不
同
歌
合
﹄
は
︑
初
撰
本
と
再
撰
本
で
十
数
首

の
歌
の
出
入
り
が
生
じ
て
い
る
︒
そ
れ
が
後
鳥
羽
院
自
身
に
よ
る
修
正
だ

と
す
る
と
︑
そ
こ
に
百
人
一
首
を
見
た
こ
と
に
よ
る
影
響
も
考
え
ら
れ
る
︒

こ
う
な
る
と
個
々
の
作
品
を
単
独
に
研
究
す
る
よ
り
︑
こ
れ
ら
を
総
合
的

に
と
ら
え
る
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
︒
今
後
は
為
家
と
い
う
も
う
一
人
の

キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
も
注
目
し
て
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
︒

ま
と
め

最
後
に
も
う
一
つ
だ
け
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
前
述

の
よ
う
に
︑
狩
野
探
幽
が
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
の
補
修
を
行
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
際
に
躬
恒
の
絵
・
詞
と
紀
貫
之
の
詞
部
分
を

補
っ
た
の
だ
ろ
う
が
︑
こ
れ
が
絵
巻
の
巻
頭
に
あ
る
貫
之
な
ら
ば
納
得
す

る
が
︑
人
麿
の
次
に
あ
る
躬
恒
が
破
損
し
て
い
る
と
い
う
の
は
説
明
が
つ

き
そ
う
も
な
い
︒
先
の
敏
行
・
宗
于
の
錯
簡
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
︑
絵
巻

に
仕
立
て
ら
れ
る
前
に
は
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
た
︑
あ
る
い
は
人
麿
の

絵
・
詞
も
欠
損
し
て
お
り
︑
躬
恒
が
巻
頭
に
位
置
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

も
ち
ろ
ん
探
幽
の
補
修
は
︑
二
歌
仙
だ
け
で
な
く
歌
仙
絵
全
体
に
も
及

ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
探
幽
の
補
修
が
ど
れ
だ
け
加
わ
っ
て
い
る
の
か

は
専
門
家
に
任
せ
る
し
か
な
い
が
︑
当
の
探
幽
は
そ
の
機
会
に
佐
竹
本
か

ら
学
ん
だ
も
の
を
自
ら
の
﹁
新
三
十
六
歌
仙
画
帖
﹂
や
﹁
百
人
一
首
画

帖
﹂
の
作
画
に
応
用
し
て
い
る
の
で
︑
そ
う
い
っ
た
も
の
に
も
目
を
向
け

て
比
較
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ(

7
)

︒

以
上
︑
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
に
は
若
干
の
疵
も
あ
っ
て
︑
こ
れ
を

｢
三
十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿

(
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研
究
の
基
盤
に
据
え
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
︑

今
の
と
こ
ろ
こ
れ
以
上
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
︑
と

り
あ
え
ず
は
こ
こ
を
出
発
点
に
し
て
お
き
た
い
︒

な
お
︑
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
は
複
製
の
巻
子
本
を
使
用
し
た
︒

〔
注
︺

(
1
)
吉
海
直
人
﹁
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
基
礎
資
料
稿
﹂
同
志
社
女
子
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
紀
要
19
・
平
成
31
年
3
月

(
2
)
佐
野
み
ど
り
氏
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
の
性
格
﹂
﹃
新
修
日
本
絵
巻

物
全
集
一
九
﹄
(
角
川
書
店
)
昭
和
54
年
3
月

(
3
)
森
暢
氏
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
﹃
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
一
九
﹄

(
角
川
書

店
)
昭
和
54
年
3
月
で
も
︑
﹁
こ
の
絵
巻
の
順
序

(
或
い
は
体
裁
)
は
︑

あ
る
時
期
に
お
い
て
現
状
と
の
姿
と
は
異
な
る
︑
い
わ
ば
乱
雑
な
状
態

に
あ
っ
た
と
も
想
像
さ
れ
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
絵
巻
に
仕
立
て
ら
れ
る

以
前
に
別
の
形
態
で
伝
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
︒

(
4
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
島
津
忠
夫
氏
﹃
新
版
百
人
一
首
﹄
(
角
川
ソ
フ
ィ
ア

文
庫
)
の
解
説
で
も
︑

『
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
﹄
の
歌
は
︑
躬
恒
を
除
い
て
︑
す
べ
て

公
任
の
﹃
三
十
六
人
撰
﹄
に
含
ま
れ
て
い
る
︒
佐
竹
本
の
躬
恒
は

補
与
で
あ
る
か
ら
︑
原
本
は
お
そ
ら
く
す
べ
て
﹃
三
十
六
人
撰
﹄

中
よ
り
一
首
を
選
び
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

(260
頁
)

と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

(
5
)
﹃
三
十
六
歌
仙
の
流
転
﹄
(
日
本
放
送
出
版
協
会
)
昭
和
59
年
の
解
説

﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
巻
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
﹂
で
︑
伊
藤
敏
子
氏

は
﹁
﹁
承
久
本
天
神
縁
起
絵
巻
﹂
(
承
久
元
年
に
詞
書
が
書
か
れ
た
)
に

は
後
京
極
流
書
風
の
三
人
の
筆
跡
が
確
認
さ
れ
︑
そ
の
う
ち
の
第
三
巻

(
第
一
・
二
段
)
の
詞
書
と
佐
竹
本
と
は
同
筆
と
認
め
ら
れ
る
︒
し
た

が
っ
て
佐
竹
本
の
成
立
も
承
久
頃

(
一
二
一
九
│
)
に
目
途
を
お
く
こ

と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
︒
﹂
と
解
説
し
て
い
る
︒

(
6
)
京
都
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
と
王
朝
の

美
﹂
の
図
録

(
令
和
元
年
10
月
12
日
刊
)
に
よ
る
︒

(
7
)
久
下
裕
利
氏
﹁
探
幽
歌
仙
絵
盗
作
事
件
﹂
学
苑
819
・
平
成
21
年
1
月
で

は
︑
探
幽
が
斎
宮
女
御
の
絵
を
百
人
一
首
の
式
子
内
親
王
に
用
い
て
い

る
こ
と
︑
小
町
の
ポ
ー
ズ
が
紫
式
部
や
相
模
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
か

ら
︑
も
っ
と
探
幽
の
歌
仙
絵
に
目
が
向
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ

う
︒

｢
三
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六
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【
付
録
︼
佐
竹
本
の
歌
仙
絵
は
所
収
和
歌
と
同
調
し
て
い
る
の
か
？

一
︑
図
録
解
説
か
ら
の
問
題
提
起

｢
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
の
絵
は
美
術
的
に
見
事
な
も
の
で
あ
る
︒
た

だ
︑
い
く
ら
す
ば
ら
し
い
と
は
い
え
︑
初
期
の
歌
仙
絵
に
所
収
和
歌
と
の

対
応
ま
で
求
め
る
の
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
︒
も
と
も
と
﹃
三
十
六
人

撰
﹄
で
は
︑
歌
人
の
代
表
歌
は
一
首
に
絞
り
込
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

か
ら
︑
歌
仙
絵
と
所
収
和
歌
の
結
び
付
き
も
︑
さ
ほ
ど
緊
密
で
は
な
か
っ

た
と
考
え
た
い
︒
こ
れ
が
私
の
意
見
で
あ
る
︒

今
回
︑
京
都
国
立
博
物
館
の
立
派
な
図
録
を
見
る
と
︑
学
芸
員
の
井
並

林
太
郎
氏
は
︑
論
の
終
わ
り
に
佐
野
み
ど
り
氏
の
論(
1
)

を
引
か
れ
︑

佐
竹
本

(
の
歌
仙
絵
)
は
和
歌
に
基
づ
い
て
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
真
価
を
発
揮
す
る
作
品
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒

(
17
頁
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
非
常
に
斬
新
か
つ
大
胆
な
説
で
あ
ろ
う
︒

だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
だ
け
に
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
︒
こ
の
見
解
が
成
立
す

る
た
め
に
は
︑
ク
リ
ア
ー
す
べ
き
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
か
ら
だ
︒

例
え
ば
絵
師
は
︑
あ
ら
か
じ
め
掲
載
さ
れ
る
和
歌
を
承
知
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
︒
和
歌
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
︑
和
歌
と
歌
仙

絵
の
対
応
な
ど
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
私
は
い
さ
さ
か

懐
疑
的
で
あ
る
︒
せ
っ
か
く
提
起
さ
れ
た
斬
新
な
ア
イ
デ
ア
に
水
を
差
す

よ
う
で
恐
縮
だ
が
︑
そ
れ
は
か
つ
て
袖
で
口
を
覆
っ
た
斎
宮
女
御
の
絵
に

つ
い
て
︑
そ
れ
が
佐
竹
本
所
収
の
﹁
琴
の
音
に
﹂
歌
で
は
あ
り
え
ず
︑

﹃
時
代
不
同
歌
合
﹄
に
撰
ば
れ
て
い
る
︑

袖
に
さ
へ
秋
の
夕
べ
は
知
ら
れ
け
り
消
え
し
浅
茅
が
露
を
か
け
つ
つ

と
対
応
し
て
い
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ(
2
)
︒
今
回
は

斎
宮
女
御
の
絵
は
出
品
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
︑
井
並
氏
は
斎
宮
女
御
の

絵
と
歌
の
ず
れ
に
つ
い
て
ど
う
反
論
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

も
ち
ろ
ん
私
は
︑
歌
仙
絵
が
和
歌
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
た

い
わ
け
で
は
な
い
︒
仮
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
︑
必
ず
し
も
佐

竹
本
の
中
で
統
一
・
完
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
い
た
い
だ
け
で

あ
る
︒
そ
れ
を
佐
竹
本
の
中
で
強
引
に
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
と
︑
か

え
っ
て
混
乱
を
招
く
と
い
う
か
鑑
賞
の
妨
げ
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
を
恐

れ
る
︒
繰
り
返
す
が
︑
こ
う
い
っ
た
斬
新
な
説
は
よ
り
慎
重
に
検
討
す
べ

き
で
あ
る
︒二

︑
具
体
的
な
ポ
ー
ズ
の
検
討

佐
竹
本
の
絵
を
見
る
と
︑
定
型
と
い
う
か
あ
る
程
度
類
型
的
な
描
き
方

｢
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も
認
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
既
に
伊
藤
敏
子
氏
が
指
摘
さ
れ

て
い
る(
3
)

︒
そ
こ
で
ま
ず
は
独
自
性
の
あ
る
歌
仙
絵
に
注
目
し
て
検
討
し
て

み
た
い
︒
た
と
え
ば
家
持
の
絵
な
ど
︑
右
手
を
か
ざ
す
と
い
う
特
徴
が
見

て
取
れ
る

(
他
の
絵
に
は
認
め
ら
れ
な
い
)
︒
こ
れ
は
一
般
的
に
は
遠
く

を
見
る
時
の
ポ
ー
ズ
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
和
歌

は
︑

さ
ほ
し
か
の
あ
さ
た
つ
を
の
の
あ
き
は
ぎ
に
た
ま
と
見
る
ま
で
お
け

る
し
ら
つ
ゆ

で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
解
説
で
は
︑
﹁
右
手
を
冠
に
か
ざ
し
遠
く
を

見
や
る
﹂
と
そ
の
独
特
の
ポ
ー
ズ
に
注
目
し
な
が
ら
も
︑

そ
の
目
に
は
︑
秋
萩
に
お
か
れ
た
白
露
が
︑
朝
の
光
を
浴
び
て
宝
石

の
ご
と
く
き
ら
き
ら
と
輝
く
さ
ま
が
映
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

(278
頁
)

と
記
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
萩
の
白
露
は
遠
景
で
は
な
く
近
景
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
果
た
し
て
こ
の
歌
で
︑
わ
ざ
わ
ざ
家
持
が
右
手
を
か
ざ
す
必

要
・
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
﹃
時
代
不
同
歌
合
﹄
所

収
の
︑ま

き
も
く
の
ひ
ば
ら
も
い
ま
だ
曇
ら
ぬ
に
小
松
が
原
に
淡
雪
ぞ
降
る

神
な
び
の
三
室
の
山
の
葛
か
づ
ら
裏
吹
き
返
す
秋
は
き
に
け
り

な
ど
の
方
が
遠
景
で
あ
り
︑
手
を
か
ざ
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
︒
な
お
上
畳

本
は
︑
絵
に
し
て
も
和
歌
に
し
て
も
佐
竹
本
を
そ
っ
く
り
模
写
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
︒

次
に
藤
原
敏
行
の
歌
仙
絵
を
見
る
と
︑
や
や
後
ろ
を
振
り
返
っ
て
い
る

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑

あ
き
き
ぬ
と
め
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
お
と
に
ぞ
お
ど
ろ

か
れ
ぬ
る

と
い
う
有
名
な
歌
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
解
説
で
は
︑

風
の
音
で
秋
の
到
来
を
知
る
と
い
う
繊
細
か
つ
鋭
い
感
覚
の
歌
意
そ

の
ま
ま
に
︑
座
る
状
態
か
ら
は
っ
と
驚
き
背
を
伸
ば
し
て
振
り
向
い

た
瞬
間
の
敏
行
を
描
く
︒

(280
頁
)

と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
か
つ
て
白
畑
氏
が
︑
﹁
顔
を
ふ
と
横
向
き

に
し
て
歌
の
風
の
音
を
聞
く
よ
う
な
艶
な
情
感
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
﹂

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
近
い
︒
一
見
す
る
と
な
る
ほ
ど
と
感
心
す
る

が
︑
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
︒
も
と
も
と
秋
を
感
じ
る
の
は
︑
音
で
は
な

く
風
の
涼
し
さ
や
気
配
で
あ
る
︒
だ
か
ら
あ
え
て
後
ろ
を
振
り
向
く
必
要

は
あ
る
ま
い
︒
そ
も
そ
も
風
の
音
は
前
方
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
は
ず
で
あ

る
︒
こ
れ
は
﹁
お
ど
ろ
く
﹂
を
﹁
驚
く
﹂
と
解
し
た
こ
と
に
よ
る
誤
解
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
の
意
味
は
﹁
は
っ
と
気
が
つ
く
﹂
で
あ
る
か
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ら
︑
正
面
を
向
い
た
ま
ま
風
を
受
け
て
も
一
向
に
か
ま
わ
な
い
は
ず
で
あ

る
︒で

は
次
に
有
名
な
小
野
小
町
の
見
返
り
姿
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
佐
竹

本
は
こ
の
歌
仙
絵
に
︑

い
ろ
見
え
で
う
つ
ろ
ふ
も
の
は
よ
の
中
の
人
の
こ
こ
ろ
の
は
な
に
ぞ

あ
り
け
る

を
配
し
て
い
る
︒
解
説
で
は
︑

誰
し
も
関
心
を
持
つ
絶
世
の
美
女
の
容
貌
を
︑
あ
え
て
観
る
者
の
想

像
力
に
委
ね
る
と
い
う
趣
向
は
︑
ま
こ
と
に
心
憎
い
︒

(285
頁
)

と
絶
世
の
美
女
を
描
く
た
め
に
︑
あ
え
て
顔
を
描
か
な
か
っ
た
と
い
う
絵

師
の
工
夫
に
言
及
し
つ
つ
も
︑

心
中
の
未
練
を
反
映
さ
せ
た
絵
師
の
企
画
だ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
せ

よ
︑
人
の
心
変
わ
り
を
詠
嘆
す
る
歌
の
情
緒
を
ひ
と
き
わ
深
く
す
る

図
様
で
あ
る
︒

(285
頁
)

と
読
み
解
い
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
私
に
は
︑
こ
の
絵
か
ら
小
町
の
心

中
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
小
町
の
も
う
一
首

の
代
表
歌
︑

花
の
色
は
移
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
我
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ

し
ま
に

を
具
現
さ
せ
る
た
め
︑
あ
え
て
後
ろ
向
き
に
す
る
こ
と
で
︑
衰
え
た
容
色

を
隠
し
て
い
る

(
想
像
さ
せ
る
)
手
法
と
は
解
釈
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
解
釈

(
正
解
)
を
一
つ
に
絞
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も

な
い
︒

こ
こ
で
私
は
︑
私
の
読
み
が
正
し
い
こ
と
を
主
張
し
た
い
わ
け
で
は
な

い
︒
絵
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
︑
か
く
も
多
様
だ
と
い
い
た
い
だ
け
で
あ

る
︒

三
︑
典
型
的
な
描
写
の
手
法

今
度
は
別
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
︒
業
平
の
歌
仙
絵
は
あ
り
き
た

り
の
も
の
だ
と
思
っ
た
︒
必
ず
し
も
在
五
中
将
と
い
う
官
職
に
ふ
さ
わ
し

い
衣
装
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
︒
本
来
な
ら
ば
武
官
の
装

束
に
描
か
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
絵
に
付
い
て
い
る
歌
は
︑

世
の
中
に
た
え
て
さ
く
ら
の
な
か
り
せ
ば
は
る
の
こ
こ
ろ
は
の
ど
け

か
ら
ま
し

で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
解
説
で
は
︑

冠
の
垂
纓
が
彼
の
視
線
の
方
向
へ
大
き
く
流
れ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く

檜
扇
で
暗
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
今
こ
こ
に
風
が
吹
い
て
い
る
の
だ
ろ

う
︒

(278
頁
)
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と
︑
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
︒
な
る
ほ
ど
垂
纓

が
妙
な
位
置
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
そ
れ
を
風
に
よ
っ
て
靡

い
て
い
る
と
見
た
の
は
慧
眼
か
も
し
れ
な
い
︒

で
は
こ
の
場
合
︑
風
は
ど
ち
ら
か
ら
吹
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
か
︒
こ
の
垂
纓
の
位
置
だ
と
︑
風
は
業
平
の
後
方
か
ら
吹
い
て
い
る
こ

と
に
な
り
そ
う
だ
︒
と
す
る
と
花
び
ら
は
︑
業
平
の
視
線
の
方
へ
は
散
り

か
か
っ
て
こ
な
い
︒
ど
う
せ
な
ら
業
平
の
眼
前
に
散
る
よ
う
に
前
方
か
ら

風
が
吹
く
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
と
い
う
以
上
に
︑

桜
の
花
は
風
が
吹
か
な
く
て
も
自
ず
か
ら
散
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
垂
纓

か
ら
風
を
読
む
と
い
う
意
見
に
は
賛
同
で
き
か
ね
る(
4
)

︒

し
か
も
こ
う
い
っ
た
歪
ん
で
見
え
る
垂
纓
は
︑
他
に
源
公
忠
・
大
中
臣

能
宣
・
平
兼
盛
・
紀
友
則
・
大
中
臣
頼
基
・
清
原
元
輔
に
も
共
通
し
て
描

か
れ
て
い
る
の
で
︑
業
平
だ
け
が
風
を
受
け
て
い
る
と
す
る
の
は
合
理
的

で
は
あ
る
ま
い
︒
他
の
歌
に
も
風
が
読
め
る
の
な
ら
と
も
か
く
︑
そ
う
で

な
け
れ
ば
描
き
方
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

次
に
笏
を
立
て
て
あ
ご
に
あ
て
が
っ
て
い
る
源
順
の
ポ
ー
ズ
に
つ
い
て

は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
順
に
付
け
ら
れ
た
歌
は
︑

水
の
お
も
に
て
る
月
な
み
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
こ
よ
ひ
ぞ
秋
の
も
な
か
な

り
け
る

で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
解
説
で
は
︑

表
情
は
上
目
遣
い
で
う
っ
と
り
と
し
て
お
り
︑
水
面
の
揺
れ
る
月
に

見
入
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

(288
頁
)

と
う
ま
く
説
明
し
て
あ
る
︒
な
る
ほ
ど
顔
は
下
を
向
い
て
お
り
︑
水
面
に

映
っ
て
い
る
満
月
を
見
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
︑
こ
れ
な
ら
歌
仙

絵
と
和
歌
が
合
致
し
て
い
る
例
と
い
え
そ
う
だ
︒

た
だ
し
こ
の
歌
は
機
知
に
飛
ん
だ
も
の
で
あ
り
︑
う
っ
と
り
し
て
い
る

と
い
う
説
明
に
は
賛
同
で
き
な
い
︒
ま
た
仮
に
下
を
見
て
い
る
こ
と
に
意

味
が
あ
る
の
な
ら
︑
同
じ
く
下
を
向
い
て
い
る
躬
恒
・
小
大
君
・
能
宣
・

兼
盛
・
頼
基
・
信
明
・
元
輔
・
仲
文
に
つ
い
て
も
︑
同
様
の
対
応
・
説
明

が
求
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
も
一
つ
の
典
型
的
な
ポ
ー

ズ
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

反
対
に
目
線
が
上
に
な
っ
て
い
る
敏
行
・
興
風
・
伊
勢
・
赤
人
・
朝

忠
・
忠
岑
・
重
之
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
う
ち
の
赤
人
は
筆
と
紙
を

持
っ
て
い
る
︒
そ
こ
に
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
歌
は
︑

和
歌
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟か

た

を
な
み
芦
辺
を
さ
し
て
鶴た

づ

鳴
き
渡
る

で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
の
解
説
は
︑

赤
人
は
画
面
右
を
向
き
︑
や
や
上
を
見
上
げ
︑
右
手
に
墨
の
付
い
た

筆
を
︑
左
手
に
折
紙
を
持
つ
︒
鶴
の
鳴
き
声
を
聞
い
た
赤
人
が
︑
口
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を
か
す
か
に
開
け
︑
い
ま
に
も
詠
歌
を
書
き
出
し
そ
う
な
瞬
間
と
見

え
る
︒

(283
頁
)

と
あ
る
︒
な
る
ほ
ど
こ
れ
な
ら
鶴
が
飛
ん
で
い
る
歌
と
対
応
し
て
い
る
︒

た
だ
こ
の
説
明
だ
と
︑
﹁
和
歌
の
浦
に
﹂
歌
よ
り
も
も
う
一
つ
の
代
表
歌
︑

田
子
の
浦
に
う
ち
出
で
て
み
れ
ば
白
妙
の
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り

つ
つ

歌
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
少
な
く
と
も
こ
の

説
明
は
︑
ど
ち
ら
の
歌
に
も
通
用
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
︒
こ
こ
な
ど

む
し
ろ
家
持
の
よ
う
に
︑
手
を
か
ざ
し
て
い
る
ポ
ー
ズ
の
方
が
ふ
さ
わ
し

い
か
も
し
れ
な
い
︒

別
の
視
点
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
︒
本
来
︑
筆
と
紙
を
持
っ
て
い
る
の

は
人
麿
の
歌
仙
絵
の
典
型
的
ポ
ー
ズ
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る

(
兼
房
夢
想

像
)
︒
佐
竹
本
は
そ
の
人
麿
像
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
赤
人
に
も
再
利
用

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
人
麻
呂
像
の
解
説
に
お
い
て
︑

佐
竹
本
﹁
山
辺
赤
人
﹂
(
53
)
と
の
姿
態
の
類
似
の
指
摘
が
あ
り
︑

こ
れ
は
人
麻
呂
と
赤
人
を
同
一
人
物
と
す
る
中
世
の
伝
説
と
関
連
し

て
興
味
深
い
︒

(270
頁
)

と
︑
赤
人
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
白
畑
氏
も
﹁
硯
箱
を
前
に
お

い
て
紙
筆
を
手
に
し
て
︑
歌
を
考
え
て
い
る
様
子
は
︑
人
麿
像
と
も
相
通

う
様
子
で
あ
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
同
一
視
と
は
あ
っ
て
も
再
利

用
し
た
と
い
う
見
解
は
見
ら
れ
な
い
︒
あ
る
い
は
歌
合
と
は
別
に
︑
人
麿

と
赤
人
が
﹁
歌
聖
﹂
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
小
道
具
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒

ま
と
め

以
上
︑
井
並
林
太
郎
氏
の
斬
新
な
御
意
見
に
対
し
て
︑
い
さ
さ
か
批
判

的
に
異
議
申
し
立
て
を
行
な
っ
て
み
た
︒
私
自
身
︑
斎
宮
女
御
の
歌
仙
絵

が
和
歌
の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
残
念
な

こ
と
に
そ
れ
は
佐
竹
本
の
歌
で
は
説
明
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
複
数

の
和
歌
か
ら
候
補
を
探
っ
て
み
た
と
こ
ろ
︑
﹃
時
代
不
同
歌
合
﹄
の
歌
が

一
番
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
不
可
思
議
な
結
論
に
至
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
斎

宮
女
御
だ
け
で
な
く
︑
他
の
歌
仙
絵
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

私
に
は
こ
う
い
っ
た
斎
宮
女
御
の
経
験
が
あ
っ
た
の
で
︑
あ
え
て
井
並

氏
に
反
論
し
て
み
た
次
第
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
佐
竹
本
内
部
で
う
ま
く

マ
ッ
チ
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
は
思
う
が
︑
無
理
に
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ

よ
う
と
す
る
と
︑
恣
意
的
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
を
恐
れ
る
︒
井
並
氏
も

百
パ
ー
セ
ン
ト
マ
ッ
チ
し
て
い
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
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う
な
の
で
︑
こ
こ
で
は
強
引
に
結
び
つ
け
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
す
る

に
留
め
て
お
き
た
い
︒
そ
の
上
で
今
後
の
歌
仙
絵
研
究
の
進
展
を
切
に

願
っ
て
い
る
︒
佐
竹
本
に
つ
い
て
は
︑
再
度
総
合
的
に
調
査
し
て
み
る
必

要
が
あ
り
そ
う
だ
︒

〔
注
︺

(
1
)
佐
野
み
ど
り
氏
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
の
性
格
﹂
﹃
新
修
日
本
絵
巻

物
全
集
一
九
﹄
(
角
川
書
店
)
昭
和
54
年
3
月
︒
佐
野
氏
は
白
畑
よ
し

氏
﹃
日
本
の
美
術
96
歌
仙
絵
﹄
(
至
文
堂
)
昭
和
49
年
5
月
か
ら
示
唆

を
受
け
︑
﹁
佐
竹
本
で
は
更
に
実
際
の
詠
歌
創
造
の
場
を
そ
こ
に
再
現

し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
﹂
と
し
て
お
ら
れ
る
︒
具
体
的
に
は
中
務
の
絵

に
つ
い
て
︑

中
務
像
の
場
合
︑
﹁
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
な
か
り
せ
ば
雪
き
え
ぬ
や

ま
さ
と
い
か
で
は
る
を
し
ら
ま
し
﹂
と
い
う
詠
歌
に
あ
る
如
く
︑

あ
た
か
も
鶯
の
声
に
耳
を
澄
ま
せ
︑
か
な
た
中
空
に
向
け
飛
翔
し

去
っ
た
鶯
を
追
わ
ん
が
如
き
視
線
を
示
し
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の

鶯
の
イ
メ
ー
ジ
は
手
に
す
る
檜
扇
に
描
か
れ
た
梅
樹
に
立
ち
帰
っ

て
く
る
︒

(
74
頁
)

と
解
説
し
て
お
ら
れ
る
︒
中
務
と
伊
勢
は
ほ
ぼ
同
形
だ
が
︑
こ
の
場
合

は
檜
扇
の
梅
の
絵
が
効
果
的
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
に
つ
い
て
白
畑
氏
は
︑

檜
扇
を
持
っ
て
ふ
と
顔
を
横
に
向
け
る
う
っ
と
り
と
し
た
表
情
は
︑

歌
の
意
味
の
鶯
の
声
に
耳
を
す
ま
せ
る
様
子
が
あ
り
︑
軽
や
か
に

ひ
る
が
え
る
裳
が
さ
ら
に
美
し
さ
を
加
え
る
︒

(
43
頁
)

と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
説
明
に
異
論
は
な
い
︒

(
2
)
吉
海
直
人
﹁
﹃
百
人
一
首
﹄
画
像
論

︱
︱

持
統
天
皇
の
歌
仙
絵
を
例

に
し
て

︱
︱
﹂
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
62
・
平
成
23
年
12

月
︒
ま
た
別
系
統
の
眠
れ
る
斎
宮
女
御
の
絵
は
︑
﹁
寝
る
夢
に
う
つ
つ

の
憂
さ
も
忘
ら
れ
て
思
ひ
慰
む
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
﹂
歌
と
見
事
に
対
応

し
て
い
る
︒
斎
宮
女
御
だ
け
が
特
別
で
は
な
い
と
す
る
と
︑
他
の
歌
仙

絵
に
も
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒

な
お
こ
の
論
で
私
は
︑
高
貴
な
斎
宮
女
御
の
絵
が
百
人
一
首
の
持
統

天
皇
の
絵
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒
絵
師
に
よ
る
歌

仙
絵
の
再
活
用
と
い
う
の
も
︑
今
後
の
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒

(
3
)
伊
藤
敏
子
氏
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
巻
の
構
成
と
成
立
﹂
﹃
新
修
日

本
絵
巻
物
全
集
一
九
﹄
(
角
川
書
店
)
昭
和
54
年
3
月
︒

(
4
)
た
と
え
ば
紀
貫
之
像
な
ど
︑
や
や
上
方
に
目
線
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
︒

そ
れ
は
﹁
さ
く
ら
ち
る
木
の
下
風
は
さ
む
か
ら
で
そ
ら
に
し
ら
れ
ぬ
雪

ぞ
ふ
り
け
る
﹂
歌
の
︑
桜
散
る
様
子
を
見
上
げ
て
い
る
ポ
ー
ズ
と
と
れ

る
︒
た
だ
し
垂
纓
は
風
に
靡
い
て
い
な
い
︒
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