
〈
初
句
後
置
法
〉
の
示
唆
す

る
も

の

ー

新
古
今
時
代
の
表
現
意
識
の
一
齣
1

川

平

均

L

、

フ
レ
カ
ズ

一
篇

の
詩

に
お
け
る
最
初

の
詩
句
は
詩
人
に
よ

っ
て

一
体
ど

の
よ
う
に
し
て

書

か
れ
る

の
で
あ

ろ
う

か
。

冒
頭

の
詩
句
は
、
或
る
至
福

の
刹
那
、

一
種

の
啓

示

の
よ
う
に
突
然
詩

人
に

訪
れ
て
く
る
も

の
か
も
知
れ
な

い
。
或

い
は
逆
に
そ
れ
は
辛

苦
呻
吟
を
強

い
る

と
こ
ろ

の
も

の
で
あ

っ
て
、
当
の
第

一
行

目
を

発
見

し
定
着

せ
し

め
る
為

に
、

詩

人
は
苦
患
に
満

ち
た
試
練
を
経
験
す

る
の
か
も
知
れ
な

い
。

い
ず
れ
に
せ
よ

塔

秘
や
か
な
詩
的
経
験
を
核
と
し
て
冒
頭
の
詩
句
は
据
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
。

と
こ
ろ
で
以

上
の
事
情
を
短
歌

の
場
合
に
類
推
し
て
、
歌
人
は

一
首

の
冒

頭

の
歌
句
を
ど

の
よ
う
な
内
的
過
程
を
経
て
据

え
る

の
だ
ろ
う
か
と

い
う

問

い

を
設
け
て
み
る
と
、
詩

一
般

の
場
合
に
還
元
し
得
な

い
も
の
と
し
て
、

こ
こ
に

〈
定
型
〉

の
問
題
が
立
現
れ
て
く
る
に
違

い
な

い
。

つ
ま
り

冒
頭

の
歌
句

と
は

さ
し
当
り

一
首

の
初
句

の
こ
と
で
あ
り
、
歌

人
は
そ
れ
を
据
え
る

に
際
し

て
五

七
五
七

七
の
五
句
構
成
を
意
識

せ
ざ
る
を
得
な

い
し
、
創
作
主
体

の
意
識
を
領

す
る
も

の
と
し
て
定
型
が
あ
り
常

に
定
型

と
相
補
的

に
初
句

は
決
定
さ
れ

ね
ば

な
ら
な

い
は
ず

で
あ
る
。
和
歌

に
お
い
て
そ
れ
も
古
典
和
歌

の
場
合
、

一
首

の

メ
カ
ニ
ズ
ム

初
句

は
ど
の
よ
う
な
表

現
機
構

の
.も

と
に
据
え
ら
れ
る

の
か
、
歌
人

の
内
的
過

程

に
近
寄

っ
て
探
索
で
き
な

い
も

の
か
、
と

い
う

の
が
筆
者

の
関
心

の
端
緒

で

　　
　

あ
る

。
本
稿
は
右

の
関
心
を
新
古
今
時
代

の
歌
人
た
ち

の
場

合
に
照
射

し
て
考

察
を
試
み
る
も

の
で
あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
新

古
今

時
代
は
そ
の
時
代
を
領

導
し
た
歌
壇
に
寄
り
集
う
歌

人
た
ち
に
よ

っ
て
様

々
な
表

現
上
の
冒
険
と
作

品

世
界

の
拡
大
深
化
と
が
試

み
ら

れ
た
類
ま
れ
な
時
期

で
あ

る
。
私
た

ち
は
歌
作

品
を
読

む
こ
と
で
当

の
歌

人
た
ち
の
様

々
な
試

み
に
立
会
う
こ
と
に
な
る
け
れ

ど
も
、

た
と
え
ば

一
首

の
初
句
を

め
ぐ

っ
て
ど

の
よ
う
な
試
み
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
だ

ろ
う

か
。

一
首

の
冒
頭

の
歌
句
に
対
し
て
新
古
今
歌
人
た
ち
が
ど

の

は
た
ら

よ
う
に
心
を
機

か
せ
て
い
た
か
、
初
句
五
文
字

の
表

現
機
構
に
着

目
し
考
察

の

軸
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
古
今
時
代

の
表

現
意
識

の

一
端
を

照
ら
し
出
す

こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な

い
か
と
思
・ワ
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上

の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立

つ
時
、
た
と
え
ば

『
毎
月
抄
』

の
次

の

一6
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(3
)

条
り
は
様

々
な
示
唆
を
提
供
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

哥

の
五
文
字
は
よ
く
思
惟
し
て
後
に
を
く

べ
き
に
て
候
。
さ
れ
ば
故
禅
門

も
、
哥

ご
と
に
五
文
字
を
ば
注
に

つ
け
候
ひ
し
に
候
。
披
講

の
時

〔
此
〕

沙
汰

い
で
き
て
、

さ
れ
ば
何

の
心
に
哥

ご
と
に
、
初
句

の
そ
ば
に
か

㌧
る

ら
ん
と
、

人

々
不
審

し
侍
り
し
返
答

に
、
五
文
字
を
ば
後

に
よ
み

か
き
候

ほ
ど
に
、
注

の
や
う

に
候

と
申
し

て
侍
り
し

に
、
満
座

一
ふ
し
あ
る
事
聞

き
得
た
り

と
思
ひ
げ

〔
に
〕

て
色

め
き

て
こ
そ
候
ひ
し

か
。

こ
こ
に
語
ら
れ
て

い
る

の
は
、

一
首
を
詠

む
際

に
初
句
五
文
字
を
保
留
し

て

お

い
て
下
に
続

く
歌
句

を
先

に
詠

み
据

え
た
の
ち
に
遡

っ
て
最
初

の
五
文
字
を

(4
)

置
く
と

い
う
、

一
つ
の
詠
作
技
法

で
あ

る
。
既

に
別
稿

に
お

い
て
筆
者

は
右

の

記
載
を
採
り
上
げ
、

こ

の
詠
作
技
法
を

、
私

に

〈
初
句
後
置
法
〉
と
名
付
け
た

上
で
、

『
毎
月
抄
』

の
当

の
記
載

内
容

を
単

に
表

現
上
の
技
法

・
技
術
を
説

い

た
逸
話
と
し
て
処
理
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
技
法
を
促
し

た
表

現
意

識
と
そ

の
意
義
を
読
み
取
る
と

い
う
立
場
で
若
干

の
考
察

を
試

み
た
。
た

虞
し

考
察

の
具
体
的
な
方
法
は
、
毎
月
抄

の
右
に
引

い
た
部

分
に
関
連
す

る
と
思
わ

れ
る
後
代

の
諸

言
説
を
採
り
上
げ

、
そ
れ
ら

と
の
比
較
検
討
を
通
じ

て
論
を
進

ネ
ガ
テ
イ
ヴ

ポ
ジ
テ
イ
ヴ

め
る
と

い
う
言
わ
ば
否
定
的
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
本
稿

で
は
よ
り
積
極
的

に

新
古
今
時
代

の
表

現
意
識

と

い
う
広
が
り

の
中
に
先

の
記
載
を
据
え

て
、
あ
ら

た

め
て

〈
初
句
後
置
法
〉

の
示
唆
す
る
も

の
を
問
う

て
み
た
い
と
思
う

。

幺

初

句
後

置
法

の
技

法
性

の
側

か
ら
、

そ
の
拠

っ
て
立

つ
表
現
意
識
性

の
方

へ

と
光
を
当
て
る
と
、
次

の
三

つ
の
層
を
見
通
す

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
そ

の

一
つ
は
、
初
句
を
直

ち
に
詠

み
据
え
る

の
で
な
く
敢
え

て
保
留
す
る
ま
で
に
初

句

五
文
字

に
集
注
す

る
と

い
う

こ
と
、
言
換
え
れ
ば
初
句

に
置
く

べ

き

言

抽

(詞
)
を
沈

思
し
て
、
そ

の
内

に
凝
縮
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
効
果
的

に

盛

り

込

み
、

も

っ
て
初
句

の
表
現
機
能
を
高

め
よ
う

と
す
る
意
識

の
層

で
あ
る
。
第

ニ

ヘ

ヘ

へ

ーは
、
初

五
文
字
を

の
ち
に
置
く

と
い
う
操
作

に
よ
り
初
句
と
他

の
歌
句
と

の
呼

応
照
応

の
関
係

を
整
序

し
て
、

一
首
全
体

の
構
成

・
構
想
を
際
立
た
せ
、
そ

の

緊
密
な
統
合
を
図
ろ
う

と
す
る
意
識

の
層

で
あ
る

。
初
句
を
後
置
す
る
と

い
う

技
法
は
、
初
句

の
表

現
機
能

と

一
首

の
表

現
構
想
を

め
ぐ
る
右

の
よ
う
な

心
の

働
き

の
介
在
を
必
然

的
に
予
測
せ
し
め
る
で
あ

ろ
う

。
こ
の
二

つ
の
意
識
が
相

補
的
な
も

の
で
あ
り
、
創
作

主
体

の
内
部

で
互

い
に
流

れ
合

い
媒
介

し
合

っ
て

一
首

の
歌
作
品

へ
の
言
葉

の
収
斂
を

も
た
ら

す
も
の
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま

で

も
な

い
。
更

に
こ

の
二
つ
の
意
識
を

基
底

に
お

い
て
支

え
る
の
は
、
歌
句
を
定

型
内
に

〈
置
く
〉
と

い
う
意
識

で
あ

る
。
短
歌
定
型

内
に
言
葉
を
置

く
と
い
う

行
為
を
単
純
に
考
え
れ
ば
、

も
と
よ
り
短
歌
形
式

の
成

立
以
来
、
事

は
常

に
そ

の
よ
う
に
為
さ
れ
て
き
た
と
言
う
し
か
な

い
が
、
初
句
後
置
法

の
示
唆
す

る
の

は
、
初
句
を
保
留
す
る
こ
と
で
、
在
る

べ
き
言
葉

の
連

鎖
の
中

に

一
旦
意

図
的

に
空
白
な

い
し
は
欠
落
を
設
定
し
て
お

い
て
、

の
ち
あ
ら
た
め
て

一
首

の
詩
的

文
脈
を
再
構
築
す
る
と

い
う
過
程
を
創
作

主
体

の
内
部

で
踏

み
行
な
う

と
い
う

ヘ

へ

独
特

の
方
法
で
あ
り
、
置
く
と

い
う
操
作
が
方
法
意
識

的
に
為

さ
れ
る
と

い
う

在
り
方
で
あ

っ
て
、
単
純
な

一
般
論
と
は
ひ
と
ま
ず

分
離
し
て
把
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な

い
。
や

～
性
急
に
言
え
ば
、
こ
こ
に
あ
る

の
は
初
句

へ
の
集
注
を
基
軸

と
し

て

一
首

の
裡

の
言
葉
と
言
葉
と
の
1

或

い
は
イ
メ
ー
ジ
相

互
の
ー

交

響
を
熟
視
し
錬
磨
し
よ
う
と
す
る
試

み
で
あ

り
、

そ
こ
で
の

〈
置

く
〉

と
い
う

意
識
は
、
短
歌
定
型
を
根

拠
と
し
て
そ
の
枠

内
に
言
葉

に
一よ
る
自
律

的
な

小
宇

宙
を
丹
念
に
築
き
上
げ

よ
う
と
す
る
意

志
に
裏
打

ち
さ
れ
て
い
る
と
す
る

こ
と

さ
え
可
能
で
あ
ろ
う
。

.

さ
て
仮
に
以
上

の
よ
う
な
三

つ
の
意
識

の
層

の
重

な
り
合

い
ま

た
交

叉
す
る
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と
こ
ろ
に
初
句
後

置
法
を
ひ
と
ま
ず

想
定
し
て
お
き
た

い
。
こ
の
よ
う

に
把
え

る
限
り
、
初

句
後

置
法

は

一
つ
の
分
節
化

さ
れ
た
特
殊
な
意
味
を
孕

み
持

つ
詠

作

技
法
と

い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ

る
が
、

以
下

で
は
視
角
を
少
し

広
げ
、
初

ヘ

へ

句
後
置
法
に
関
す
る
演
繹
そ

の
も
の
は
し
ば
ら

く
措

い
て
、
新
古
今
歌
人
た

ち

の
表
現
行
為

に
あ

っ
て
は
、
初
句

五
文
字

へ
の
心
の
向

け
方
、
配
慮

の
あ
り
方

は
ど

の
よ
う
に
為
さ
れ
て

い
た
か
を
考
え
て
み
た

い
。
具
体

的
に
は
、
新
古
今

歌
人
た
ち

の
、
初
句
五
文
字

を
め
ぐ
る
表

現
意
識

の

い
く

つ
か
の
局
相
を
採
り

上
げ

て
、
そ
れ
ら
と
右
で
概
括
的
に
示
し
た
初
句
後

置
法
の
含

み
持

つ
問
題
性

と

の
接
点
を
探

っ
て
み
た

い
と
思
う
。

a

ち
最
初
に

〈
題
詠
〉
と

い
う
局
相
と

の
関
わ
り
を
考
え
ね
ば

な
ら
な

い
。
題
詠

の
形
態
は
王
朝
和
歌
以
来
醸
成
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ

り
、

題
に
伴

な

っ
て
自

と
予
測
さ
れ
る
表
現
上

の
素
材
や
趣

向
と
し
て

の

〈
本
意
〉

の
思
想

と
共
に
、

・

新
古
今
歌
人
た
ち

の
表
現
意
識

を
規

定
す
る

一
つ
の
枠
組

で
あ

っ
た
。
詠
作

に

は
何
よ
り
ま
ず

題

の
詠
み
込
み
方
如
何

が
問
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
さ
て
そ

の
よ

う

な
次
元
で
個

々
の
歌
作

品
が
創
り
出

さ
れ
る
に
あ
た

っ
て
、
個

々
の
創
作
主

体
は
初
句

五
文
字

に
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
求

め
ら

れ
た
の
で
あ

ろ
う

か
。

『
六

つが
(5
)

百

番
歌
合
』

の
次

の
番

い
は
そ

の
在
り
様
を
端
的

に
照
ら
し
出
し

て
く
れ
る
。

七
番

余
寒

左
持

季
経

な
を
さ

け

し
き

し
る

猶
寒
ゆ
る
気
色
に
著
し
山
桜
ま
だ
冬
籠
る
梢
な
る
ら
む

右

中
宮
権
大
夫

さ

慕
ふ

べ
き
冬
に
は
雪

の
遅
れ
ゐ
て
春

と
も
い
は
ず
寒

へ
渡
る
ら
む

右
方
申

云
。
左
歌
、
初
五
文
字

に
題

み
な
顕

は
れ
た
る
、
念
無
し

。

左
陳

云
。
初

五
字

に
題

の
字
を
詠

む
事
、
不
レ
可
二
勝
計

一。
左
方
申

云
。
右
歌
無

二指
事

一、
非
レ
珍

。

判
云
。
此
(
の
)
両
首

の
歌
姿

は
、
優

に
こ
そ
見
え
侍
れ

。
大
方
は
、

近
来

の
歌
詠

み
の
輩
、
姿

・
詞

は
知

れ
る

か
知
ら
ざ
る

か
、
偏

(
に
)

曲
折
微
妙

の
風
情
を

不
レ
尽
之
外

は
非
レ
珍

の
由
令
二
存
申

一
之
条
、

不
レ被

二
甘
心

一
事

に
や

。

但
、
右

の
歌

「
雪

の
遅
れ
ゐ

て
」
と
云

へ

る
詞
、

い
ま
少

し
思
(
ふ
)
べ
く
や
侍
ら

ん
と
見
え
て
侍
れ
ど
、
末

の

句
宜

し
く
侍

(
る
)
に
や

。
勝
劣
不
二
分
明

一歟

。

,
右
方

・
左
方
相

互
の
難
陳

に
着
目
し
た

い
。

一
つ
の
焦
点
に
な

っ
て

い
る

の

は
左
季
経
歌

の
初
句

で
あ
り
、

そ
の
題

「
余
寒
」

の
詠
み
込
み
方
で
あ
る
。
右

方
は
季
経
歌

の
初
句

「
猶
寒

ゆ
る
」
と

い
う
表

現
に
題

「
余
寒
」

の
趣
意
が
露

顕
し
て
し
ま

っ
て
い
る
と
し
、
策

の
無

さ
と
配
慮

の
欠
如
を
難
じ

て
い
る
つ

、こ

れ
に
対

し
て
左
方

は
、
初

五
文
字

に
題

の
文
字
を
詠

み
入
れ
る
例
は
枚
挙
に
遑

な
、い
の
で
あ
り

、
特

に
難

点
と
す
る
に
は
及
ば

ぬ
と
陳
弁
し
、
更

に
、
右
歌

こ

そ
こ
れ
と

い

っ
て
取
り

得
の
無

い
陳
腐
な
歌
だ

と
申
し
立

て
る

の
で
あ
る
。
こ

の
や
り
と
り
は
歌

合
の
場

に
お
け
る
難
陳

で
あ
り
、
む

ろ
ん
求

め
て
疵
を
指
摘

す
る
傾

き
が
無

い
と
は
言

え
な

い
け
れ
ど
も
、
な
お
右
方

の
論
難

の
意
味
す
る

も
の
に
注
意
し

て
み
た

い
。

「
猶
寒
ゆ
る
」
を

「
念
無
し
」
と
し
て
斥

け
る
発

言

の
内

に
は
、
所
与

の
歌
題
を

一
首
に
詠

み
込
む
に
当

っ
て
は
、、

初
句

の
み
で

た
ち
ま

ち
そ

の
趣
意
が
尽
き
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う
丹
念
に
想
を
構
え
る

べ
き
だ
と

す
る
意
識
を
読
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ

の
限
り
で
、
初

句
の
持

つ
表

現
効

果
を
重
視
し
、
そ

の
機
能

へ
の
自
覚
に
基
づ
く
表

現
行
為
を
創
作

主
体
に
求

め

る
姿
勢
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
季
経
歌

の
歌
意

は
、
春
な

お
浅

い
あ

た
り

の
景
色
か
ら
、
未
だ
冬
籠

り

の
ま

～
芽

生
く
こ
と
も
な

い
だ

ろ
う
山
桜

へ

と
思

い
を
致
す
と

い
う

の
で
あ

っ
て
、

山
桜

と
の
と
り
合

わ
せ
と
い
う
趣
向
は
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ド同
じ

「
余
寒
」

題
で
詠

ま
れ
た
他

の
歌

々
に
は
見
え
な
い
も
の
で
、

そ
れ
な
り

ーの
工
夫
は
見
え
よ
う
。
ま
た
俊
成
も
右

の
中
宮

権
大
夫

(
家
房

)

の
歌

と
も
ど

も

「
歌
姿
、
優
に
」
云

々
と

一
応

の
評
価
を
与
え
て
、
難
陳

に
見
ら
れ
る
ご
と

き
、
こ
と
さ
ら
巧

み
な
表
現
を

ね
ら

っ
た
歌

の
み
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る

「
近

(6
)

来

の
歌
詠
み
」

の
傾
向
を
相
対
化
し

つ
㌧
判
詞
を
付

し
て
お
り
、
季
経
歌

の
評

価
に
は
自
ず

と
右
方

の
論
難

と
は
別
種

の
見
方

も
可
能

で
あ

る
。
と
な
れ
ば
確

か

に
右
方

の
難
は
、
」季
経
歌

の
作
品
と
し
て

の
価
値
評
価
を
客
観

的
に
指
摘

し

た
も

の
と
す
る

こ
と
は
で
き
な

い
け
れ
ど
も
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
題
・の
詠

み

込
み
方
を

め
ぐ
馬っ
て
、
そ

の
難
が
期
待
し
強
く
要
求
す
る
と
こ

ろ
の
水
準
は
明

確

に
現
れ
て

い
る
。
俊
成
判
詞

の
記
載
を
転
用
し

て
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
初
句

五
文
字
か
ら
充

分
に
注
意
を
働

か
せ

つ

～

「
曲
折
微
妙

の
風
情
」
を
尽
く
し

て

詠
作

す
る
こ
と
を
求

め
る
の
で
あ

る
。

『
六
百
番
歌
合
』

の
難
陳
に
は
右
と
同
様

の
例
が
他
に

一
例
見

え
る
。

「
初

恋
」
題
を
、

「
恋
ひ
初
む
る
」
(
左
持

・
兼

宗
)
「
見
初
め

つ
る
」

(右

・
家
房
)

と

い
う
初
句

で
詠

み
始

め
て

い
る
番

い

(
恋

一
・
六
番
)
に
対

し
て
、

「
左
右

共
に
五
文
字

に
題
を
顕

は
す
、
無
念
之
由
申
レ
之
。
」
と
あ
る

の
が

そ
れ
で
あ

る
。

ま
た
初
句

の
場
合

で
は
な

い
が
、

「
春
曙
」
題
に
結
句
を

「
春

の
曙
」
と
詠
ん

だ
例

(春

中

・
廿

六
番

・
左
負

・
顕
昭
)
を

「
「
春

の
曙
」
(
と
)
置

(
く
)
、
聊

(
か
)
無
念

に
侍
り
。
題

に

「
春

(
の
)
曙
」
と
出
で
な
ば
、
思

(
ふ
)
べ
く
や
。
」

の
ご
と
く
難

じ
た
も
の
も
見
ら

れ
る

。
い
ず
れ
ぢ
、
先

の
季
経
歌
に
対
す
る
論

鬯

難

と
同
じ
文
脈

に
立

つ
も
の
で
あ

る
。
以

上
の
諸
例

か
ら
、
題
詠
と

い
う
形
態

の
も
と
、
題
に
即
し
て
詠
作
す

る
上
で
、
特
定

の
歌
旬

、
と
り
わ
け
初
句
に

題

意
を
読
み
尽
く
す
底

の
表

現
を
、
自
覚

の
低

い
も

の
と
し

て
斥
け
る
意
識
が
歌

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

人
た
ち

の
問
に
状
況
と
し
て
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
知
り
う
る
だ

ろ
う
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
状
況
1

あ
る
い
は
意
識
の
水
準
1

に
照
ら
し
て
初
句
後
置

法
を
眺
め
て
み
る
と
、
こ

の
技

法

の
学
み
持

つ
問
題
性

を

一
層

よ
く
把
握

で
き

る
は
ず

で
あ
る
。
す
な
わ
お
初
句
後

置
法
は
、

時
代

の
要
請

す
る
表

現
意
識

に

相
応
ず
る
も

の
で
あ
り
、
同
時
に
方
法
意
識
的
な
試
み
で
あ
る
点
に
お

い
て
、

時
代

の
表
現
意
識

の
水
準
を
幾
分

か
越
え
出
た
所

に
位
置
し
て

い

る

の

で

あ

る
。

4

前

章
で
見
た
と
こ
ろ
の
、

題
が
初
句

に
顕

わ
れ
る
詠

み
方
を
斥
け
る
、
と

い

う
意
識
は
、
さ
ら
に
丹
念
に
検
討

さ
れ
て
よ
い
。
先
程

述
べ
た

ご
と
く
、

こ
の

意
識
が
仮
に
時
代

の
要

請
で
も
あ

っ
た
と
し
て
、
で
は
初
句

に
題
が
顕

れ
る

の

を
避
け
る
為
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
。
次
に
こ

の
課

題
の
周
辺
を
探
索

し

て
み
た

い
。
特
徴
的
な
現
れ
と

し
て
定

家

の
場
合
を
見
よ
う
。

初
句

に
題

の
顕

わ
れ
る

こ
と
を
斥
げ
る
と

い
う
意
識
は
、
定
家
に
お

い
て
も

一
つ
の
明
確
な
認
識

と
し

て
存
在
し

て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

『
六
百
番
歌
合
』

で
季
経
と
同

じ
く
左

の
方

人
で
あ

っ
た
定
家
は
、
同
歌
合

の
催
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
建
久

四
年

(時

に
三
十

二
歳
)

か
ら
三
十
五
年
も
後

の
安
貞

二
年

(
1

2

2
8
)、

少
壮

の
門
弟

、
藤
原
長
綱

に
対
す
る
談
話

の
中

で
、

前
章
で
も
見

た
季
経
歌
に
直
接
触

れ

つ

》
次

の
よ
う

に
語

っ
て
い
る

。

題

の
心
は
初

の
句
ば
か
り
、
も
し
は
終
の
句
ば

か
り

に
て
、

そ
の
こ
と
と

な
き
物

の
歌
を
多
く
領
す
る
、
謂
な
き
事
也
。
か

つ
は
、
後

京
極
殿

の
御

会

に

「
余
寒
」
と

い
ふ
こ
と
を
、

「
猶
寒
ゆ
る
」
と
詠

み
た

る

人

あ

り

き
、
詠

み
上
げ
し
時
、

「
以
二
五
文
字

一題
顕
れ
ぬ
。
さ
て
あ

り
な
ん
、
は

て
詠
ま
ず
と
も
」
と

い
ふ
事
あ
り
き
。

一
首
に
題

の
心
を
ば
ふ
き
す

へ
ら

(7
)

る
べ
き
な
り
。
(
『
京
極
中
納
言
相
語
』
)

『
六
百
番
歌
合
』
で
定
家
は
左
方
に
属
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
前
章

で
見
た
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論
難

の
主
が
定
咨

身
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

け
れ
ど
も
・
そ

の
折

の

記
憶

は
定
家

に
強

く
印
象

づ
け
ら

れ
て

い
た
事

億
右

の
記
載

か
ら
知
ら
れ
る
。

そ
し
て
右

に

「
詠

み
上
げ
し
時

…

…

さ

て
あ
嬬
な
ん
、
は
て
詠
ま
ず
と

も
」

と
あ
る

の
は
、
先

の
論
難

の
場

の
雰
囲
気
を
よ

べ
伝
え
て

い
る
。
定
家

も
ま
た

季
経
歌
を

題

の
心
L
が

「
初

の
句

ば
か
り
」

に
し
か
見
ら
れ
な
い
悪
し
き
例

と
見
做
し
て

い
た
こ
と
、
言
換

え
れ
ば

、
題
を
詠

み
入
れ
る
に
際
し

て
は
初
句

五
文
字

の
表

現
効
果
を
充

分
計
算
す

べ
き
こ
乏
を
自
覚
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ

よ
う

.
A
7
注
意

し
た

い
の
は
、
右

に
引

い
な

言
談

の
末
尾

に

コ

首
に
題

の
心

レロ

を
ば

ふ
き
す

へ
ら
る

べ
き
な
り
。
L
と
あ
る
都
分
で

あ
る
。
「
ふ
き
す

へ
」

の
箇

所
は
や

、
文
意
不
明
だ
が
ぺ8畝

保
擢

氏
の
藷

さ
れ
た
よ
う
に

雰

き
据

ゑ
」
な
ど

の
意
に
解
す
れ
ば
、

こ

の

一
文

は
、
初
句

の
み
で
題
意
を

尽
く
す

の

で
は
な
く
、

↓
首

全
体
に
亘

っ
て
趣
意
を
貫
流

ぎ
せ
る
べ
き

こ
と
を
云

っ
た
言

葉

と
な

ろ
う

。
と
す

れ
ば
題

の
字
を
分
け

て
婁

と

い
う
表
現
方
法
を
説

い
た

も

の
と

い
う

こ
と
に
な
る
c
こ

の
方
法
に

つ
い
て
は

『
毎
月
抄
』
に
詳

し
く
説

か
れ
て

い
る
。

題
を

わ
か
ち
候
事
、

一
字
題
を
ば

い
く
た
び
も
下
句

に
あ
ら
ば
す

べ
き
に

て
候

。
二
字

三
字
よ
り
後
は
、
題

の
字
を
甲

乙
の
句
に
わ
か

ち

を

く

べ

し
。
結
び
題
を
ば
、

一
所
に
を
く
事
は
無

下
の
事

に
て
侍

る
と
や
ら

ん
。

又
か
し
ら

に

い
た

雪
き

て
い
で
た

る
哥
、
無
念

と
申
す

べ
し
。
ふ
る
く
も

秀
逸

ど
も

の
中

に
さ
や
う

の
.た

め
し
侍
れ
ど
も
、
そ
れ
を
本
に
引
く

べ
き

に
毛
候
は
ず
。

か
ま

へ
て
く

あ
る
ま
じ
き
事
に
て
候

。
但

よ
く

い
で
き

た
る
哥
に
と
り
て
、
す

べ
て
五
文
字

な
ら

で
、
題

の
字

の
を

か
れ
ざ
ら

ん

は
、
制

の
限
に
あ
ら
ず

と
ぞ
う

け
た
ま
は
り
を
き

て
侍
り
し
。

こ

こ
に
は
、
初
句
に
題
が
顕
九
て
し
ま

い
、
そ

の
限
り
で
初
句

の
持

つ
表

現

機
能

へ
の
自
覚

の
稀
薄
な
詠
み
方
を
厳

し
く
排

す
る
態
度
を

み
る
こ
と
が

で
き

る
。
そ
し

て
そ

の
よ
う
な
弊
を
避
け
る
為

の
旦
ハ体
的
な
手
段
と
し
て
、
題

の
字

を

「
わ
か
ち
を
く
」

と

い
う
表

現
方

法
が
提
唱

さ
れ
る
の
で
あ

る
。
右

の
言
説

は
、

一
字

題

.
二
字

三
字

題

・
結
題
等
各

々
の
場
合
を

具
体
的

に
例
示
し

て
述

べ
て
お
り
、

よ
り
技
術
論

的
色
彩
を
濃
く
持

つ
た
形

で
の
論
理
展
開
が
な
さ
れ

て

い
る
け

れ
ど
も
、

こ
れ
と
先
に
引

い
た

『
京
極
中
納
言
相
語
』
の
言
談
と
は

論
理
的
に
通
底
す
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
。
題
を
分
か
ち
置
く
と

い

う

方

法

は
、
右
で
云
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
複
数

概
念
を
併

せ
持

つ
結

題
で
詠

む
場
合

に

お

い
て
と
り
わ
け
肝
要

と
な
る
だ
ろ
う

こ
と
は
よ
く
頷

け
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

望
し
て
、
結

題
が
普
く
行

な
わ
れ
た
新
古
今
時
代

の
場
合
、

こ
の
方
法
は
定

家

な
ら
ず
と
も
歌
人

一
般

の
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う
事

は

容
易

に
想

像
さ
れ
る
。

さ
て
、
題
を
分
か
ち
置
く
と

い
う
表

現
方
法
の
輪
郭
を

以
上
の
よ
う

に
把
え

て
お

い
て
、
あ
ら

た
め
て
初
句
後
置
法
を

暗
び
戻
し
、
両
者
を

つ
き
合
わ
せ
て

み
よ
う

。
題

(
題

の
字
あ
る

い
は
概
念
)
を
分

か
つ
と

い

っ
て
も

『
毎
月
抄
』

の
云
う
よ
う
に
、
題

の
字
数
や
種
類
に
よ
り
若
干

の
技
術
的
な
相
違

が
生
じ
る

で
あ
ろ
う
が
、
要
は
、
特

定

の
歌
句

や
部

分
か
ら
だ

け
で
な

く

一
首

全
体

の
言

葉

か
ら

題
の
趣
意

が
立
ち
の
ぼ

っ
て
く
る

よ
う

に
題
を
詠
み

入
れ
る
操
作
で
あ

る
。
逆
に
言
え
ば
、
創

作
主
体
は
そ

の
よ
う
な
構
想
上

の
効
果
を
収
め
る

べ
く
・

一
首

の
言
葉
を
統
合
す
る
こ
と
を
求

め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う

に
心
を

は

た

ク

機
ら

か
せ

つ
、
詠
作
す

る
す

る
こ
と
が
新

古
今
時
代

の
表
現
行
為

の
枠
組
で
あ

っ
た

と
す
る
な
ら
、
そ

の
枠
組

の
中
で
そ

の
枠
組
を
前
提

と
し
て
、
敢
え
て
初

句
後
置
法

の
ご
と
き
詠
作
技
法
を
試
み
る
時

、
ど
ん
な

心
的
機

構
が
生
成
す

る

だ
ろ
う

か
。
お
そ
ら

く
創
作
主
体

は
題
を
分

け
据
え
な
が
ら

一
首
を
統
合
プ
る

過
程
を
単

に

一
次

元
的
に
執
り
行
な
え
ば
よ

い
の
で
は
な
く
、
新

た
に
も
う

一

つ
の
次
元
i

構
想
に
意
図
的
に
空
白
部
分
を
仮
設
す
る
ー

を
取
り
込
ま
な
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け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ

の
二
つ
の
次
元

の
交
錯
と

い
う
内
的
時
間
を
経

て
、
在

る
べ
き
言
葉
の
秩
序
i

一
首
の
歌
作
品
ー

を
定
着
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
の
で
あ
る

。
結

果
そ

こ
に
も
た
ら
さ
れ
る

の
は
表
現
構
想

の
深
化
と
表

現

性

の
純
化

で
あ

る
。

題
詠

の
形
態

と
初
句
後
置
法

と
の
関

わ
り
を
検
討
す
る
と

い
う
課
題
か
ら
発

し
て
、
前
章

で
は
、
特

に
初
句

五
文
字

に
題

の
顕

れ
る
場
合

に
着
目
し
て
、
初

句

の
表

現
機

能
に
対

す
る
新

古
今
時
代

の
意
識

の
水
準
を
窺

い
、
本
章

で
は
、

題
を
分
か
ち
置
く
と

い
う
表
現

方
法

に
着

目
し
て
、

一
首

の
表

現
構
想

に
対
す

る
意
識

の
水
準
を
押
さ
え
て
、
そ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
新

古
今
時
代

の
表

現
意
識

の
状
況
に
照
ら
し

て
初
句
後
置
法

の
意
義
を
浮
彫

り
に
し
よ
う
と
し
た
c
こ
の

間
触
れ

て
き
た
資
料
は
歌
論
書
類

の
記
載

の
み
に
限
ら
れ
て

い
た
が
、
次

に
章

を
改

め
て
、
具
体
的
な
歌
作

品
の
現
場
に
や

N
接
近
し
て
考
察
を
進

め
た

い
。

そ
の
際
、
先

に
2
章

で
概
括
し

て
お
い
た
初
句
後
置
法

の
意
義
を
さ
ら
に
単

純

化
し

て
、
初
句

の
表
現
機
能

へ
の
関
心
、
そ
し
て
初
句
を
媒
介
と
す
る

一
首

の

表
現
構
想

へ
の
関

心
と
い
う

二

つ
の
視
点

に
絞
り
上
げ
た
う
え
で
、
こ

の
二

つ

の
経
路

か
ら
新

古
今
時
代

の
表
現
行
為

に
み
ら
れ
る
意
識

の
様
相

を

読

み

取

り
、
あ
ら

た
め
て
初
句
後
置
法
と

の
関

わ
り
合

い
を
追
究
し
た

い
と
思
う
。

5

一
首
詠
作

の
際

に
初
句
五
文
字
を

め
ぐ

っ
て
表
現
機
能
並
び

に
表
現
構
想

へ

の
関

心
が

ど
の
よ
う

に
発
現
し

て
い
る

か
を
眺

め
て
み
よ
う
。
材
料
を
先
に
も

触
れ

た

『
六
百
番
歌
合
』

の
難
陳

に
求

め
て
、
左
右

の
方
人
等
が
個

々
の
歌

の

ヘ

へ

初
句

に
特
に
注
意
し
て
そ

の
表
現
を
難
じ
て

い
る
箇
所
を

一
覧
し
て
み
よ
う
。

難

の
在
り
様
を
具
体
的
に
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
歌
人
等

が
初

句

の
表

現
に
期

待
し
求

め
て

い
た
も

の
、
そ

の
志
向
性
を
窺

い
得
る
は
ず

で
あ
る
。
以
下

に
、

論
難

の
要
点

と
問
題

に
さ

れ
て
い
る
歌

の
上
句
と
を

(
難
が
下
句
に
も
及
ぶ
場

合
は
歌
の
全
形

を
)
掲
げ

て
み
る
。
(
た
だ

し
先
引

の
二
例

は
省

い
て
あ
る
。
)

1
初

の
五
文
字
、
耳

に
立
ち
て
聞

ゆ
。

立
ち
か
は
る
年

の
初

は
豊
御
酒

に

(
春
上

・
二
番

・
元

日
宴

・
左
負

・
季

経

)

2

「
睦
月
立

つ
」
、
聞

(
き
)
慣

れ
ず
覚

ゆ
。

睦
月
立

つ
今
日

の
団
居
や
百
敷

の

(
同

・
五
番

・
同

・
左
持

・
顕
昭
)

3

「
名
残
に
は
」
と
う
ち
始
め
た
る
、
何

と
も
聞

へ
ず

や
。

名
残
り

に
は
春

の
袂
も
寒

へ
に
け
り
(
同

・
十

一
番

・
同

・
右
持

・
信
定
)

4
初
句
心
得
ず
。

・
心
有

惹
射
手

の
舎
人

の
気
色
か
な(同

・
二
十

六
番

,
賭
射

・
左
負

・
有
家
)

5
初

五
字
、

心
ゆ
か
ず

。

舎
人
子
が
鞆
打
ち
鳴
ら
す
梓
弓

(
同

・
二
十
八
番

・
同

・
右
負

・
隆
信
)

6
初

五
字
、
耳

に
立

つ
。

鳴

き
て
立

つ
雉
子

の
宿

を
尋

ぬ
れ
ぽ

(春
中

・
七
番

・
雉

・
右

勝

・
信

定
)

て
つ
つ

7

「
雉
鳴

く
」
「
鳥

立
」
、
拙

に
聞
ゆ

。
「
と
だ

ち
」
は
鳥
立
也
。
即

(
ち
)
雉
な

り
。雉

子

な
く
片
野

の
原

の
鳥

立
こ
そ

(同

八
番

・
同

・
右
負

・
経
家
)

8

「
雲
に
入
(
る
)
」
と
う
ち
始

め
た
る
、
如
何

に
そ
や
聞
ゆ
。

雲

に
入

(
る
)
そ
な
た
の
声

を
な
が
む
れ
ば

(同

・
十

三
番

・
雲
雀

・
右
負

・
隆
信
)

9
上
五
字

・
中
五
字
、

共
に
聞

(
き
)
難

し
。

春
日

に
は
空

に
の
み
こ
そ
揚

る
め
れ

(同

・
十

八
番

・
同

・
左
負

・
顕
昭
)

10

「
短
夜
も
」
と
云
ふ
五
文

字
、

心
ゆ
か
ず
、

馳
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短

夜
も
鶏
よ
り
後

ぞ
明
け
や
ら

ぬ

(
夏
上

.
二
十
六
番

・
夏
夜

・
左
勝

・
顕
昭
)

、U

「暮

れ
初

め
て
」
颪

の
間
に
L
、
共
に
聞

(
き
)
つ
か
ず

・

暮

(
れ
)
初

め
て
草

の
葉
靡
…く
風

の
間

に

(夏
下

・
十

六
番

・
夕
顔

・
左
勝

・
定
家
)

12

「
秋
浅

き
」
、
聞

(
き
)
に
く
し

。

か
げ

秋
浅
き

日
光

に
夏

は
残
れ
ど
も

(
秋
上

・
六
番

・
残
暑

・
右
持

・
信

定
)

13

「
定

め
置
く
」
、
聞

(き
)
良

か
ら
ず
。

、

し
る
し

定

め
置
く
星
合

の
空

の
標
と

て
(
同

・
十

二
番

・
乞
巧
奠

・
左
勝

・
顕
昭
)

し
も

14
初
五
文
字
、
下
に
懸
け
合
は
ず

。

雨
降
れ
ど
笠
取
山
の
鹿
の
音
は
な
か
く

鱗
の
袖
濡
し
け
り

(秋

中

・
一
番

・
秋
雨

・
左
負

・
季
経
)

15

「
あ

は
れ
を
ば
」
「
鹿

の
音
な
ら

ん
」
(
の
)
句
等
、
弱
く
や
。

の
イ

「
あ

は
れ

を
ば
如
何

に
せ
よ
と

て
入
会

に
ご
ゑ
う
ち

添
ふ
る
鹿

の
音

な
ら

ん

(
同

.
七
番

・
秋

夕

・
右
負

・
経
家
)

蛤

「
物
毎

に
」

と
云
ひ
て
、
何
事

と
も
捧

さ
で
、

「
夕
間
暮
」
と
ば

か
り
云
は

ん
事
、
如
何

。

物
毎

に
秋

は
あ

は
れ
を
分
か
ね
ど
も
猶
限
り

な
き

夕
間
暮

か
な

(同

.
九
番

・
同

・
右
持

・
家
房
)

17
初

五
字
弱
し

。

お
り

吹
(
く
)
際
は
鳴
子

の
音

も
絶
え
せ
ね
ば

(
同

.
十
三
番

・
秋

田

・
右
持

・
経
家
)

18
初

五
字
如
何

に
そ
や
聞
ゆ
。

コ

お

ち

あ
は
れ
か
な
彼
方

の
山
田
に
さ
夜
更

け
て

(
同

.
十

四
番

・
同

・
左
負

・
季
経
)

し

づ
へ

19

尸「
下
枝
ま

で
」
と
云

ふ
五
字
、
末
に
懸
け
合
は
ず
。

下
枝
ま

で
懸
か
れ
る
蔦
は
紅
葉

し
て
錦

を
張

る
は
和
田
の
笠
松

(秋

下

・
三
番

・
蔦

・
左
負

・
季
経
)

20

「
あ
た
り

ま
で
」
、
如
何

。

あ

た
り

ま
で
稍
寂
し

き
柞
原

(
同

・
十

一
番

・
柞

・
右
負

・
寂
蓮

)

さ
き

21

「
惜

し
み
か
ね
」

と
あ

る
は
、
そ
れ
よ
り
前
に
心
を
染
め
ざ

り
け
る
に
や
。

惜

し

み
か
ね
峯

の
紅
葉
に
染

め
置
き
し

(
冬
上

・
五
番

・
落
葉

・
右
持

・
家
房
)

22
ヒ「
さ
む
し

ろ
」
は
、
狭
き
莚

也
。

「
寒
」

に
な
し

た
る
、
如
何

。

さ
む
し
ろ
に
野
辺
や
さ
な
が
ら
成

(
り
)

ぬ
ら

ん

(
同

.
十

四
番

・
枯
野

・
右
負

・
経
家
)

23

「
冬
深
く
る
」
、
聞
き
良

か
ら
ず
。

冬
深
く
る
野
辺
を
見
る

に
も
思

(
ひ
)
出
つ

る

(同

.
十

五
番

・
同

・
右
勝

・
家
房
)

24
始
五
字
、
あ
ま
り
也

。

さ

夢

か
然

は
野
辺

の
千
草

の
面
影
は

(
同

・
十
七
番

・
同

・
左
勝

・
定
家
)

箜

の
毛

五
、
切
れ
ぐ

な
り
.

か
き
曇

り
み
ぞ

る

玉
空

や
冴
え
初

め
て

(
同

.
二
十

一
番

・
霙

・
右
勝

・
家
隆
)

26
始
(
の
)
五
字
、
贈
答
と
覚
ゆ
。

欄

気
か
し
な
庭

の
白
雪
跡
絶

へ
て
(
冬
下

ゼ
三
番

・
冬
朝

・
左

勝

・
兼
宗

)

27

「
佶
倍

人
」
、
不
審

。

佶
倍
人

の
斑
衾

は
板
間
よ
り

(
同

・
廿

二
番

・
衾

・
左
持

・
有
家
)

28
初
五
字
、
聞
(
き
)
に
く
し
、
又
、

心
得
難
し
コ

我

と
は
と
思

ふ
に
か

x
る
涙

こ
そ
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(
恋

一
・
十

一
番

・
忍
恋

・
右
持

・
信
定
)

29
心
珍
し

か
ら

ぬ
上

に
、
初
(
の
)
五
文
字
、
耳
に
立

つ
。
古
く
詠

み
た
る
事

な

れ
ど
も

。

ね
ぎ
ご
と

願
言
を
神
も
誓

ふ
る
身
な
り
け
り
(
恋

二

・
三
番

・
祈
恋

・
右
負

・
隆
信
)

30
初
(
の
)
五
字
如
何
に
ぞ
聞
ゆ
。

堪

ふ
ま
じ
き
明
日
よ
り
後

の
心
か
な

(
恋

二

・
廿
三
番

・
遇
恋

・
左
持

・
定
家
)

31
五
文
字

に

「
休
ら
ひ
に
」
と
云

へ
る
、

俄
な
る
や
う

な
り

。

休
ら

ひ
に
出

で
に
し
人

の
通
路
を

(
恋
三

・
十
三
番

・
絶
恋

・
左
勝

・
良
経
)

32
初
五
字
、
心
ゆ

か
ず
。

波
ぞ
寄

る
さ

て
も
み

る
め
は
無
き
も

の
を

(
同

・
廿

一
番

・
恨
恋

・
左
勝

・
良
経
)

て
つ
つ

33

「
つ
れ
な

さ
」
「
心
長
さ
」
、
拙

に
や
。

つ
れ
な
さ
も
恋

ふ
る
憂
き
身
も
年
を
経
て
心
長
さ
は
変

ら
ざ

り
け

り

(同

・
廿

六
番

・
旧
恋

・
右
持

・
家
房
)

34

「
今
朝

よ
り

は
」
と
云

へ
る
事
、
な
ど
今
朝
は
し
も
さ
は
思
ひ
立
ち
け
る
に

か
。

噛
今
朝

よ
り

は
さ
ら
ぽ
涙

に
任

せ
て
ん

(恋

四

・
七
番

・
朝
恋

・
左
持

・
季
経

)

35
上
五
七
、
無
下

に
思

へ
る
所
な

し
。

我

(が
)
ご

と
く
人

や
恋

し
き
見

る
ま

x
に

(
同

・
右

持

・
隆
信

)

か
げ

36

「
雲

か

》
り
」

と
云
ふ
よ
り

「
明
く
る

日
の
光
」
と
云

ふ
ま
で
、
す

べ
て
不
二

庶
幾

一に
や

。

雲

か

玉
り
重
な

る
出

を
越
え
も

せ
ず
隔

て
ま
さ
る
は
明
く
る
日

の
光

(同

・
十

一
番

・
同

・
左

負

・
定

家

)

37

「
い
ざ

命

」
、

如
侮

。

は
イ

い
ざ
命
思
ひ
は
夜
半
に
尽
き
果
て
ぬ

(同

・
右
勝

・
信
定
)

38

「
来

ぬ
床
」
と
云

へ
る
、
床

の
通
は
む
様

に
聞
ゆ
。

来

ぬ
床
は
明
く
る
頼

み
も
無
き
物

を

(同

ぴ
二
十
七
番

・
左
負

・
兼
宗
)

39
五
字
無
二
左
右

一。

遙
な
り
幾
草
枕
結

び
て
か

(恋

五

し
十

八
番

・
遠
恋

・
右
持

・
信
定
)

40

「
月
よ
猶
」
、
少
し
耳
に
立

つ
。

月
よ
猶
隈

こ
そ
無
け
れ
か
き
昏
ら
す

(恋

六

・
一
番

・
寄

月
恋

・
右
負

・
隆
信
)

41

「
愚

か
に
も
」
と
う
ち
出
(
で
)
た
る
、

又
心
得

難
し
。

愚

か
に
も
思
ひ
や
る
か
な
君
も
懸

し

(
同

.
五
潘

.
同

.
右
持

.
信
定
)

42

「
下
透
る
」
、
何
故
と
覚
ゆ
。

下
透

る
涙

に
袖
も
朽
ち
果
て
て
(町

・
十
九
番

・
寄

雨
恋

・
左
負

・
顕
昭
)

43

「
障
ら
ず
は
」
と
云
(
ふ
)
五
字
、
開
(
き
)良

か
ら
ず

。

障
ら
ず

は
今
夜
ぞ
君
を
頼
む
べ
き
(
同

・
二
十
三
番

・
同

・
左
勝

・
定
家
)

44

「
か
ひ
や
」
に

「
山

田
守
る
亠
之
云
は
ん
事
、
如
何

。

山
田
守

る
か

ひ
や
が
下

の
煙

こ
そ

(
同

・
三
十
番

・
寄
煙
恋

・
右
持

・
寂
蓮
)

45
初
五
字
、
聞
(
き
)
に
く

～
や
。

羨
ま
ず
臥
す
猪

の
床

は
安
く
と
も

(恋

八

・
二
十

一
番

・
寄
獣
恋

・
右
…勝

飢
定
家
)

46
左
右

共
に

「
寄
り
竹
」
「
胡
竹
」
、
互
不
二
甘
心

一。

.
寄

り
竹

の
君

に
寄
り
け
む

こ
と
そ
憂
き

(恋
九

・
四
番

・
寄
笛
恋

・
右
持

・
経

家
)

一
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〈
※
左
歌

の

「胡
竹

」
は
第

二
句
中

に
見

え
る
。>

47

「
聞

か
じ
た

貸
」
、

い
た
う
悪
し
く
や
。

聞
か
じ
た

父
つ
れ
な
き
人

の
琴

の
音

に

(同

.
十

二
番

・
寄
琴
恋

・
右
負

・
信
定
)

48
墨
絵
を

と
め
ん
を
ば

「
跡
も
無
し
」
と
は
、
如
何
云
ふ

べ
き
。

「
色
増
る
」

な

ど
こ
そ
あ
ら
ま

ほ
し
け

れ
。

跡
も
無
く
色

に
成

(
り
)
行

く
言
の
葉

や
墨
絵

を
わ
症
す嶺
木
立
な

る
ら
む

(同

.
十

四
番

・
寄
絵
恋

・
右
負

・
隆
信
)

49

「寝

ぬ
る
に
こ
そ
」
、
如
何

。

寝

ぬ
る
に
こ
そ
夢
も
見
ゆ
ら

め
さ
夜
衣

.
(
同

.
二
十

三
番

・
寄

衣
恋

・
左
勝

・
兼
宗
)

50

「
浮
舟
」
に

「
一
夜
」
、
続
か
ず

。

浮
舟

に

一
夜

ば
か
り

の
契

り
だ
に

(恋
十

.
三
番

・
寄
遊
女
恋

・
左
負

・
季
経
)

51

「
一
夜
貸

す
」
、
聞
き

に
く
し
。

一
夜
貸
す
野
上

の
里

の
草
枕

(
同

・
十
番

・
寄

傀
儡
恋

・
左
勝

・
定
家
)

52

「
心
ざ
し
」
「
阿
倍
」
、
続

か
ず
。

心
ざ
し
阿
倍

の
市
路

に
立

つ
人
は

(同

.
二
十

八
番

・
寄
商
人
恋

・
右
勝

・
家
房
)

も

と
よ
り
論
難

の
内
容

は
多
岐

に
亘

っ
て
お
り
、
左
右

の
方
人
ら

の
関
心

・

注
意

は

一
首

の
様

々
な
面

に
差
し
向
け
ら
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
特
に
初

句
に

留
意
し

て
い
る
も

の
を
抽
出
す
る
と
以
上

の
よ
う
に

一
覧
で
き
る
。
初
句

の
表

現
上

の
機
き
に
対
す
る
方
人
ら

の
志

向
性

を
探

る
と

い
う

こ
こ
で
の
目
的

に
即

し
て
、
以
上
の
諸

例
に
現
れ
て
い
る
い
く

つ
か
の
傾
向
を
摘
記
し

て
お
こ

う
。

比
較

的
多

く
見
ら
れ

る
の
は

「
耳

に
立

つ
」
「
聞
き
に
く
し
」
「
聞
き
よ
か
ら

ず
」
等

の
、
聴
覚
的
印
象

の
不
備
や
不
快
さ
を
指
摘
し
た
難
で
、

1

・
6

・
9

.
η

.
聡

.
芻

.
銘

.
29

.
如

・
娼

・
菊

泣

は

そ

の
例

で

あ

る

・
聴

覚

的

印

象
畫

視
し
そ

の
限
り
で
聞
き
に
く
く
耳
に
立

つ
表

現
を
斥

け
る
と
い

う
態
度

憶

院
政
期

の
歌
合
判
詞
以
来
目
立

っ
て
現
れ
る
傾

向
で
あ
り
、
右

の
諸
例
も
そ

の
規
範

の
系
譜

に
連

な
る
も
の
で
あ

っ
て
、
事
新
し

い
指
摘
で
は

な

い

も

の

の
、
見
ら

れ
る

;

の
傾
向
と
し

て
押
え

て
お
き
た

い
.
こ
れ
ら

の
難

の
基
に

あ

る
意
識

は
、
披
講
と

い
う
場
で

の
享
受
方
法

の
反
映
で
あ

り
、
歌

の
聴
覚

的

山口子
受
と

い
う
形
態
に
媒
介
さ
れ
て
醸

成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
考

え

ら

れ

る

が
、
さ
ら
に
そ

の
意
識

の
背
後

に
あ
る
も

の
を
追
究
す

る
と
、
そ
こ
に
・

音

の
印
象

を
左
右
す

る
も

の
と
し

て
の
、初
句

に
思

い
を
凝
ら
し
、
そ

の
中
に
効
果

的
な
表
現
を
盛
り
込
む

こ
と
を
目
指
す
と

い
う
志
向
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
よ

う
.
従

.
て
そ

の
よ
う
な
志
向
が
稀
薄

で
、
初
句

の
も
た
ら
す
表

現
効

果
の
微

弱
な
歌
で
あ
る
と
見
え
る
場
合

は
、

7

・
詔
の

壅

、

巧

・
π
の

「
弱
し
」

の
ご
と
く
難
ず

る
の
で
あ

る
。
3
の

「
何

と
も
聞

へ
ず
や
」
を
は
じ

め
34

・
39

.等

は
表
現
立.薗

が
不
明
確
あ
る

い
は
不
徹
底
だ
と
さ
れ
て

い
る
例
で
あ

り
・
右

と
同
じ
文
脈
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
「
聞
き
慣

れ
ず
」
「
聞

き

つ
か

ず

」
等

の
、
用
語

の

一
層

の
洗
練
を
求

め
て
い
る
2

・
11

・
27

・
46

・
や
、
語

義

(意
味
性
)
そ

の
も

の
が
不
明
瞭

で
適

切
さ
を
欠

い
て
い
る
と
咎

め
翕

●

26

.
47
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
当
然
な
が
ら
初
句
は
そ
れ
自
身
で
存

立

す
る
わ
け

の
も

の
で
は
な

い
。
難

は
自
ず

と
、
初
句

と
他
の
歌
句
、

或
い
は
初

句
と

青

の
構
想
と
の
関
係
性
に
も
及
ぶ
.
盟

お

詣

・
撃

翆

狢
は
・

全
体

の
趣

向
と

の
関
連

に
お

い
て
、
初
句

の
言
葉

に
意
味

の
混
乱

・
破
綻
や
用

語

の
不
適

切
さ
を
認

め
て
咎

め
て
い
る
例

で
あ
る
。
ま
た
よ
り
技
術
的
な
面
に

相
渉

っ
て
、

50

.
52
は
初
句
と

二
句
と

の
連
接
を
不
備
と
し
て

「
続
か
ず

」
と

難
じ
、

14

.
19
は
初
句

と
二
句
以
下
あ
る

い
は
下
句
と

の
不
整
合
を

「
縣
心
合
は
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ず
」
と
難
じ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
句
構
成
に
意
を

用

い
て
全
体

の
構
想

と
緊
密

に
融
合
さ

せ
て
初
句
を
据

え
る

べ
き
こ
と
を
要
請

し
期
待

す
る
意
識

か
ら
出

て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上

の
よ
う
に
、
先
掲

の
諸
例

に
、
初
句

の
表

現
機
能

へ
の
期
待
、
そ
し
て
初
句

を
媒
介
と
す
る
表

現
構
想

へ
の
期
待

と

い
う

二

つ
の

側

面
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
右
で
は

触

れ

な

か

っ
た
、

4

・
41
の

「
心
得
ず

」
、
5

・
10

・
32
の

「
心

ゆ

か

ず
」
、
ま

た
16

・
20

・
37

・
49

・
の

「
如
何
」
、

8

・
18

・
30

の

「如
何

に
そ
や
」
等

は
概
ね
こ
れ
と
根
拠
を
示
し
た

上
で

の
難
で
は
な

い
が
、

こ
れ
ら
に
も
右

の
二
つ
の
期
待
を
読

む
こ
と
が
可
能

な
は
ず

で
あ
る
。

ヘ

へ

さ
て
以
上
述

べ
て
き
た

の
は
方

人
ら

の
難

に
見

え
る
表

現
意
識

の
状
況

で
あ

る
。
但
し
難

の
内
容

は
各

々
の
番

い
で
詠
ま

れ
て

い
る
歌
作

品
の
評
価
や
作
者

の
表
現
意
図

の
在
り
様

そ
の
も
の
を
語

う
て

い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ

れ
ら
は

自
ず

と
別
で
あ
る
。
例
え
ば
、
初

句
を
含
む
上
句

五

七

五

を

「
切
れ
み
丶
な

り
」
と
す
る
難

(
25
)

や
、

「
俄

な
る
や
う

な
り
」

と
す

る
難

(
31
)
と

は
裏

腹

に
、
作
者
自
身
は
む
し
ろ
初
句

に
意

図
的
に
断

切
感
や
意
外
性
を

ね
ら

っ
て

い
る

の
か
も
知
れ
ず

、
結
果
そ
こ
に

一
定

の
表

現
効

果
が
生
起
し

て
い
る

か
も

知
れ
な

い
。
24

の

「
あ
ま
り
な
り
」

と
さ
れ
て
い
る
例
も
同
様

で
あ
る
。
ま
た

初
句
か
ら
結
局
ま
で
す

べ
て

「
不
二庶
幾

一に
や
」

と
作

品
の
価
値
を
全

て
斥
け

る
極
端
な
難
も
見
え
る
。

つ
ま
り
個

々
の
作

品
の
表
現
性
や
価
値
を
判
断
す
る

に
は
、
歌
そ

の
も

の
に
立
戻

っ
て
、
難

や
俊

成
判
詞
を
参

照
し

つ
》
読
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
が

、
今

は
方
人

ら

の
論
難

に
の
み
着
目

し
た

の
で
あ
る
。

さ
て
論

を
元
に
戻

し
て
、

こ
れ
ま

で
検
討
し

て
き
た
当
代

の
表
現
意
識

の
状

況
を
踏
ま
え

つ

～
、

再
び
初
句
後
置
法
を
考
え
る

と
、
そ

の
持

つ
意
義
は
自
ず

と
明
ら
か
に
な
る
だ

ろ
う

。
初
句
を

の
ち
に
置

く
、
と

い
う

一
見
奇
警
な
技
法

は
、
初
句

の
表

現
機
能
を

自
覚
し

そ
の
活
性
化
を
求

め
る
時
代

の
要
請
に
応
ず

る
方
法
意
識

的
な
試
み
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

a

本
稿

の
目
的
は
前
章

で
ひ
と
ま
ず
達

せ
ら

れ
て
い
る
が
、
.補
足

を

も

兼

ね

て
、
初
句
後

置
法

の
定
家
論

へ
の
展
開
と

い
う
見
通

し
に

つ
い
て
触

れ
て
お
き

た

い
。

初
句
後

置
法

に

つ
い
て
説

い
て

い
る

の
は

『
毎
月
抄
』
で
あ
り
、
本
稿

の
具

体

的
な
出

発
点
も
同
書

で
あ

っ
た
。
た

窄
し
こ
の
技

法
そ
の
も
の
を
実
践
し

て

い
た

の
は
誰
な

の
か
は
必
ず

し
も
明
ら

か
で
な

い
。

『
毎

月
抄
』

の
記
載

の
解

ヘ

へ

釈

に
若
干

の
ゆ
れ
が
あ

り
、

ひ

い
て
は

『
毎
月
抄
』
真
偽
問
題

に
も
関

わ

っ
て

く
る
た

め
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
俊
成

・
定
家

に
ま

つ
わ
る
技
法
で
あ

っ
た
と
ま

で
は
今

の
と

こ
ろ
言
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
特

に
定
家

に
お
け

る
表
現
意
識

の
あ
り
様
を
探
索
し
よ
う
と
す
る
時
、
初
句
後
置
法
は
ど

の
よ
う

な

ヒ
ン
ト
を
提
供
し
て
く
れ
る

か
に

つ
い
て
少
し
く
述

べ
て
み
た

い
。
繰
返
し

断

っ
て
お
く
と
、
こ

の
技
法
を
実
践
し
た

人
物

を
定
家
だ

と
見
做
す

の
で
は
な

く
、
前
章
ま
で
で
眺
め
た
新
古
今
時
代

の
表

現
意

識

の
在
り
方

を
、
定
家

の
場

合

に
つ
い
て
検
証
し
よ
う

と
思
う

の
で
あ

る
。

さ

て
、

一
首

々
々
の
詠
作
に
当

っ
て
定
家
が
初
句

の
表
現
機
能
に

つ
い
て
充

分
留
意

し
て
い
た
だ

ろ
う
事

は
容
易

に
想
像
が

つ
く
。

4
章
で
見
た
よ
う
に
、

例
え
ば
題
が
初
句

に
顕

れ
る
事

に

つ
い
て
定
家

は
確

た
る
認
識
を
持

っ
て

い
た

事

は

『
京
極

中
納
言
相
語
』

の
記
事
か
ら
知
ら
れ
る
。
他

に
も
、

自
詠

を
直
接

採
り

上
げ

て
初
五
字
に
題
意

の
浮

か
び
出
て
し
ま
う
表

現
に

つ
い
て
触

れ
て
い

(9
)

る
と
思
わ
れ
る
定

家

の
消
息

(
『
名
所

百
首

哥
之
時
与
家
隆
卿
内
談
事
』
)

の
記

事
も
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
定
家
が
初
句

の
も
た
ら
す
表
現
効
果
に

い
か

に
敏
感

で
あ

っ
た
か
を
裏
付
け
る
資
料

で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
定
家

は
、
初
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句
を
媒
介
と
し

て

一
首

の
表
現
構
想
を
ど

の
よ
う

に
把
え
て

い
た
か
を
窺

わ
せ

る
資
料
を

一
つ
参
照
し
て
み
た

い
。

『
順
徳
院
御
百
首
』
は
、
佐
渡
流

謫
中
に
詠
ま

れ
た
順
徳
院

の
百
首

に
、
定

家

の
加

え
た
評
を
伴

っ
た
形
で
伝

存
す
る
。
そ
の
評

は
老
年
期
定
家

の
思
性
像

を
考

え
る
材
料

と
も
な

る
が
、
そ

の
中

に
次

の
よ
う
な
例
を
見
出
し
う
輪
～

と
や
の
の
イ

は
し

た
か
の
外

山
の
あ
さ

ち
ふ

み
分

て
お

の
れ
も
帰
る
秋

の
狩
人

上
下

の
句
相
叶
。
始
末
之
詞
相
応
候
。

定
家

の
評

の
内
容
を
見
る
前

に
順
徳
院

の
歌
を
読

ん
で
お
こ
う

。

「
は
し
た

か
」
は
鷂
。
鷹
狩

の
鷹

を
想
像

さ
せ
る
が
、
こ
の
歌

の
場
合
、
中
ず
し
も
遊
と

し
て
の
猟
が
主
題

に
な

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
と
思

わ
れ
為
。
従

っ
て
詠
み
込

ま

れ
た
場
を
御
猟
場

に
限
定
し
な
く

と
も
よ

い
。

「
狩
人
」
も
常
民
と
し
て

の

存
在

と
考
え

て
も
よ

い
。
歌
意
は
、
獲
物
を
狙
う
は
し
鷹

、
そ
の
姿

を
目
安

に

し

て
外
山

の
浅
茅
を
踏
み
分
け

つ

～

一
日
猟
を
続
け
た
。
日
暮

れ
近

く
な

っ
て

は
し
鷹
は
外
山

の
奥

の
巣

へ
と
飛
び

去
り
、
自
ら

も
又
浅
茅

の
中
を
家

へ
と
向

う
、
秋

の
狩
人
よ
。
f

の
よ
う

で
あ

ろ
う

か
。
順
徳
院

の
歌

に
は
こ
れ
と
用

語

の
上
で
類
似

す
る
例

が
次

の
よ
う

に
見

え
る
。

は
し
鷹

の
と
か

へ
る

山
の
松

か
枝

に
う
は
は
や
さ
む
き
雪

の
ふ
れ

》
は

(私
家
集
大
成
番
号

(
以
下
同
じ
)

三
五
二
)

は
し
鷹

の
か

へ
る
山

ち
は
う

つ
も
れ
ぬ
み
雪
ふ
り
ぬ
る
野

へ
の
か
り

人

(「
野
州雪
」

六
〇

六
)

は
し
鷹

の
と
か
り

の
ま
柴

ふ
み
な
ら

し
帰

る
野
原

に
出

る
月
影

(「
秋
野
月
」

一
〇

八
六
)

右
三
首

と
も

『
紫
禁

和
歌
草
』
所
収

。
制
作
時
期
は
百
首

の
例
が

一
番
あ
と

と
い
う

こ
と
に
な

る
。

さ
て
定
家

の
評
を
見
よ
う
。
定
家
は

一
首

の
表
現
性
を
評
す
る
。
ま
ず

上
句

.
下
句

が
趣
向

.
構
想

の
上
で
よ
く
整
合
し

て
い
る
事
を
云
う
。
次

の

「
始
末

之
詞
相
応
候

。」

の
意
味
す
る
と
こ

ろ
に
注
意
し
た

い
。
「
始
末
之
詞
」
が

「
相

応
」
し

て
い
る
、
と
は
何
だ

ろ
う
か
。
既
に
こ

の
前
に
上
下
句

の
整
合
を
指
摘

し

て
い
る

の
だ
か
ら
、
同
義
反
復

な

の
で
は
あ
る
ま

い
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
評

言
は
別
種

の
表

現
性
を
捉
え
て

の
も

の
な

の
で
は
な

い
か
。
そ

こ

で

仮

に
、

「
始
」
を
初
句

の
意

に
、
「
末
」
を
、
歌

の
本
末

と
い
う
時

の
末

で
、
下

句

の

意

に
考
え
て
は
ど
う
だ

ろ
う

。
始

・
終

で
初
句

・
結
句
を
意
味
す
る
用
例
ば
多

い
と
思
う

。
本
百
首
夏
部

の
評
中
に
第
五
句
を

「
終
句
」
と
呼
ん
で

い
る
例

が

見
え
る
。
と
も
あ
れ
、
右

の
推
測
が
可
能

だ
と
し
て

「
始
末

之
詞
相
応
候
」
を

読
む
と
、
歌

の
初
句

「
は
し
た
か

の
」

と
、
下
句

「
お
の
れ
も
帰

る

秋

.の

狩

人
」
と
の
詞

が
よ
く
相
応

じ
て
い
る
、

と
い
う
意

に
解

さ
れ
、
初
句
と
下
句
と

の
照
応
と
い
う
表

現
効
果

に
注
意
し
た
評
言
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
歌
そ

の
も

の
を
読

み
直
す

と
、
右

の
解
釈

は
成
り
立
た
な

い
こ
と
も
な

い
。

二
,・
三
句

の

「
外
山

の
あ

さ
ち
ふ
み
分

て
」
は
初
句

へ
も
下
句

へ
も
か
か
り
、
同
時
に
こ
の

二

.
三
句
を
く
ぐ
り
抜
け
る
よ
う
に
し
て
、
初
句

「
は
し
た
か
の
」

は
下
句

へ

意
味
上
ま
た
イ

メ
ー
ジ

の
上
で
連
接
し
て
行

く

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
本
百
首

の
評
に
は

「
始
末

」
の
語
句

が
も
う

一
箇

所
見
え
る
。
春
部

の
六
首
目
、

た
か
島
や
あ
と
河
柳

風
ふ
け
は
ぬ
れ
ぬ
し

つ
え
に
か

ト
る
白
浪

此
第

二
句
廃
忘
不
覚
悟
候
。
始
末
隔
凡
俗

。
至
愚
及

か
た
く
候
。

ヘ

へ

の

「
始
末
隔
凡
俗
」
も
右

の
場
合
と
同
列

の
も

の
と
し
て
読
み
得
る

の
で
は
な

い
か
と
考

え
る
。
以
上

の
推
測
が
客
観
性
を
持
ち
う
る
と
す
る
と
、
こ
こ
に
初

句
を
媒
介
と
し
て
諸

壌

羅

想
を
把
え
る
、
と
い
・つ
注
意
す
べ
き
意
識
が

見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
章
ま
で

の
考
察
と
勘

え
合
わ
せ

つ

》
定
家

の
表

現

意
識
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
時

、
右

の
事

例
は
興
味
あ

る
ヒ

ン
ト
を
与

え
て
く

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
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乞

本
稿

で
採
り

上
げ

た
の
は

〈
初
句
後
置
法
〉

と
い
う
ひ
と

つ
の
詠
作
技
法
で

あ

る
。
こ
の
技
法

と
新

古
今
時
代

の
表
現
意
識

と
の
接
点
あ
る

い
は
相
関
性
を

求

め
て
み
た
。
結

果
、
当
代

の
表
現
意
識

の
状
況
を
照

ら

し

出

し
、
と
同
時

に
、

こ
の
技
法

の
持

つ
意
義
な
ら
び
に
そ

の
示
唆
す
る
も

の
を
素
描
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ

る
。
た
だ
し
本
稿
で

の
考
察
は
飽
く
ま

で
表
現
意
識

の
次
元
、
広

く
言
え
ば
認
識

の
次

元
に
お
い
て
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
歌
作
品

・・
言
葉
た
ち

の

手
前

で

の
考
察

で
あ

っ
た
。
次

の
課
題

は
、
歌
人
等

の
具
体
的
な
表
現
行
為

の

次

元
、
す
な

わ
ち
作

品
た
ち

へ
帰
還
し

て
、
本
稿

の
考
察
を
さ
ら
に
検
証
す
る

こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
だ

ろ
う

。

〈
註
〉

・1

『
ユ
リ
イ
カ
』
η

・
3
月
号

(青
土
社
刊
)
に
日
本

の
現
代
詩
人
た
ち
の
様

々
な

発
言
が
見
ら
れ
る
。

2

以
下
で
用
い
る

「
新
古
今
時
代
」
の
語
は
和
歌
史
的
な
時
期
区
分
を
厳
密
に
意
識

し
た
上
で
の
も
の
で
は
な
い
。

3

日
本
古
典
文
学
大
系

『
歌
論
集

能
楽
論
集
』

(
昭
36

・
9

岩
波
書
店
刊
)
所
収

本
文
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

4

伊
地
知
鐵
男
編

『
中
世
文
学

資
料
と
論
考
』
(
昭
53
・
11

笠
間

書

院
刊
)
所

収
。

5

小
西
甚

一
編
著

『
新
校
六
百
番
歌
合
』
(
昭
51

・
6

有
精
堂
刊
)
に
よ
る
。
後
の

引
用
も
同
じ
。

6

俊
成
判
詞
中
の

「
大
方
は
…
…
不
レ被
二甘
心
一事
に
や
」

の
部
分
を
、
右
左
の
難

陳

の
態
度
を
共
に
批
判
し
つ
丶
述
べ
て
い
る
言
葉
と
し
て
読
ん
で
お
き
た
い
。

7

久
松
潜

一
編
校

『
歌
論
集
e
』
(「中
世
の
文
学
」
の
う
ち
。
昭
46

・
2
三
弥
井
書

店
刊
)
所
収
に
よ
る
。
な
お
こ
の
書
の
校
注
者
は
久
保
田
淳
氏
。
.

8

同
右
。
三
三
四
頁
頭
註
二
。
た
だ
し
そ
の
よ
う
な
形
の
本
文
を
持

つ
伝
本
は
、
管

見
に
入

っ
た
限
り
で
は
、
存
し
な
い
。

9

註
7
所
掲
書
二
九
二
頁
参
照
。

10

続
群
書
類
従
巻
三
八
六
。

11

こ
の
意
識
は
、
5
章
で
列
挙
七
九
諸
例
の
う
ち
19

に
見

え

る

「末
に
懸
け
合
は

ず
」
と
云
わ
れ
る
際
の
意
識
と
、
関
心
の
在
り
方
に
お
い
て
ほ
ぼ
等
質
的
か
も
知
れ

な
い
σ
と
す
れ
ば
定
家
独
自
の
意
識
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
曳
定

家
論
の
問
題
と
し
て
は
、
定
家
の
歌
作
品
そ
の
も
の
の
検
討
を
通
じ
て
、
こ
の
意
識

を
め
ぐ
る
定
家
の
思
惟
像
の
襞
に
さ
ら
に
分
け
入
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

〈
補
記
>

-
順
醗

螽

覊

歌
草
』
に
次
の
み
つ
な
例
が
見
え
る
。

同

四
月
比
、
夢

に
或
人

の
も
と
よ
り
と

て
あ
り

初

五
文
字

は
な
し

此
五
文
字
後
日
付
之

さ
く
ら
あ
さ

の
お
ふ

の
う
ら
な
し
中
く

に
し
た
い
な
か
け
そ
お
も

ふ
心
を

(五
三
八
)

右
の
詞
書
と
肩
註
の
記
載
を
信
ず
る
と
、
こ
の
歌
の
初
句
は
頭
初
空
白
で
あ

っ
た
の

を
の
ち
に
書
入
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
初
句
後
置
法
の
論
か
ら
見
て
興
味
あ

る
例
で
あ
る
。
但
し
こ
の
場
合
の
初
句
の
空
白
は
、
夢
想
を
媒
介
と
す
る
と
い
う
特
異

(建
保
四
年
)

な
詠
作
事
情
T
ー
同
集
に
は
他
に

「
同
十
丹
十
日
夜
、
夢
或
人
書
に
此
歌
か
き
て
送
れ

る
」
の
詞
書
を
持

つ
例

(九
七
七
)
も
存
す
る
l
l
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
詠
作
技

法
と
し
て
の
初
句
後
潰
法
と
は
分
離
し
て
把
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。

な
お
右
の
例
に
つ
い
て
は
齋
藤
彰
氏
よ
り
口
頭
で
教
示
を
得
た
。

2
初
句
後
置
法
に
直
接
触
れ

つ
つ
、
初
句
重
視
と
初
句
を
め
ぐ
る
様
々
な
表
現
上
の
諸

規
制
と
が
和
歌
の
聴
覚
的
享
受
i
披
講
の
場
1
に
い
か
に
媒
介
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
か

を
説
き
示
し
た
論
考
に
岩
津
資
雄
氏

「短
歌
五
文
字
論
」
(『国
文
学
研
究
』
第
43
集

昭
46

・
1
)
が
あ
る
。
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