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年
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『
定
家
卿
自
歌
合

』
箋
註

(
一
)

川

平

ひ

と

し

は
じ
め
に

論
拠

定
家

の
名
を
冠

し

た

「自

歌

合
」

は
周

知

の
ご

と
く

二
部
存
在

し

て

お

り
、

と
も

に
群
書

類
従

に
収

め

ら
れ
流

布

し

て

い
る
。
そ

の

一
つ
は

『
定

家

卿

百
番
自

歌
合

』

(続
群

書
類

従
巻

四

一
三
)
。
建
保

年
間

、
定

家

五
十

歳

台

の
半
ば

に
、

家
集

『拾

遺
愚

草
』
の
第

一
次
編

纂

へ
と
続

く

一
連

の
、

半
生
涯
の
自
作
品
を
見
直
す
作
業
の
中
で
企
て
ら
れ
た
も
の
ー

そ
し
て

家

集
が

そ
う

で
あ

る

よ
う

に
、

の
ち

に
幾
次

も

の
修
訂

の
過

程
を

経

た
テ

キ

ス
ト

で
あ

り
、

い
ま

一
つ
は
本
稿

で
取

り
上
げ

る

『定

家

卿
自

歌

合

』

(群

書
類

従
巻

二
二
〇
)
で
あ

る
。

い
ず

れ
も

、
歌

合

の
形
式

を
藉

り

て
歌
人

み
ず

か
ら
自

歌
同

士

を
番

え
、

一
定
規

模

の
ア

ン
ソ

ロ
ジ

ー

に
仕

立

て
た

と

い
う
形

を
と

る
書

で
あ

る
と

ひ
と

ま
ず
考

え

る
と

す
れ
ば

、

こ

の
両

書

は
、

一
般

に
詩
人

ぽ

ど

の
よ
う

な
基
準

を

も

っ
て
自
己

の
作

品
群

を
選

抄

し
、

か

つ
そ
れ

ら
を
素

材

と
し

て
新

た
な
詩

作
品

を

ど

の
よ
う

に

構
築

し
よ

う

と
す

る
か
、

逆

に
、
個

々

の
成

立

の
事

情

と
由
来

を
持

つ
作

品
が
綴

り
合

わ

さ

れ
て
別
途

の
時

空

の
テ
キ

ス
ト

へ
と
、

ど

の
よ
う

に
編

成

・
転

化

せ
し

め
ら

れ

る
か

と

い
う

〈
テ
キ

ス
ト
変
容

〉

の
問

題

の
内

実

を
さ

な
が

ら
窺

わ
せ

る
資
料

と

い
う

こ
と

に
な

る

で
あ

ろ

う
。

た
だ

し
前

者

の

『定

家
卿

百
番

自
歌

合
』

が
紛

れ

も
な

く
定
家

そ

の
人

の
手

に
な

る
書

で
あ

る

の
に
対

し

て
、

後
者

の
当

面
問

題

の

『定

家
卿

自

　ユ
　

歌

合
』
は

「伝

定
家

卿

詠
歌
」
、

そ
し

て
定
家

の
真

作

と
は
必

ず

し
も
認

定

し
得

な

い

「
存
疑

」

の
篇
什

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
右

に
述

べ
た
意
味

で

の
歌

の

「
選

抄
」

も

「
新
た

な
詩

作
品

」

の

「
構
築

」

も
、

こ
れ

を
す

ぐ

さ
ま
定
家

自
身

の
所
為

と
す

る

こ
と

は
で
き

な

い
。

む

し

ろ
定

家

な
ら
ざ

る

「
定

家
」
、

プ

ソ
イ

ド

(℃
ω
Φ
⊆
伍
○
)
-
定
家

に
よ

っ
て
巧

ま
れ
編

み
上

げ

ら

れ

た
可
能

性

を
持

つ
テ

キ

ス
ト
と

し

て

一
旦

は
扱

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な

.

い
。

本
稿

で
は

こ
の
種

の
、
定

家

に
ま

つ
わ

る

い
わ
ゆ

る
「
偽
書

」

「
仮
託

書

」

の
疑

い
の
あ

る
書

の

一
つ
を
、

そ

の
本
文

に
沿

っ
て
読
解

し

て
み

た
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い
。
今
回
は
、
後
述
す
る
序
の
問
題
を
中
心
に
当
該
書
の
輪
郭
を
捉
え
る

こ
と
を
試

み
る
。

あ
ら
か
じ
め
、
定
家
に
か
か
わ
る
存
疑
の
書
を
読
む
た
め
の
、
私
の
原

　　
　

則
を
簡

素

化

し

て
示

せ
ば

以
下

の
ご

と
く

で
あ

る
。

ω

真

・
偽

の
二
分
法

に
基

づ
く

「
真
偽

論

」

の
埒
内

で
の
論
議

に
と

ら
わ

れ
な

い
。

②

真
作

の
否
定
、

偽
作

の
論

証

と

い
う

こ
と
そ

の
も

の
を
直

接

の
、

ま
た

終
極

の
目
的

と
は

し
な

い
。

㈹

真

ゆ
え

に
勝

り
偽

ゆ
え

に
劣

る
、
あ

る

い
は
真

作

は
貴

く
優

れ
、
贋

作

は
卑

し

く
拙

い
と

す
る
、

近
代

一
般

化

す
る

と

こ
ろ

の
認

識

や
価
値

基

準
、

言

い
換
え

れ
ば

近
代

的

な

「真

贋
論

」

に
依
拠

し

な

い
。

ω

具
体

的

な
表
現

の
中

に

「
擬

(偽
)

託
性

」
を

読

み
取

る
が
、

同
時

に

そ

れ
は

「真

正

性
」

を
読

み
取

る

こ
と

で
も
あ

る
。

双
方

は
相

補
的

な

作
業

で
あ

り
、

「
擬

(偽
)

託
性

」
・を
問

い
つ
め
る

こ
と
が

「真

正
性

」

を
問

い

つ
め

る
こ

と

に
通
ず

る
は
ず

で
あ

る
。
定

家

的
な
表

現

に

お
け

る

「
偽
」

な

る
も

の
と

「真

」

な
る

も

の
は
、

そ
れ

ぞ

れ
必
ず

し
も
自

明

で
は
な

く
、

読
解

を
進

め

て
真

偽

を
弁

別
す

る
た

め

の
前

提

は
未

だ

な

お
与

え

ら
れ

て

い
な

い
。

強

い
て
上
述

の
意

味

で

の
二
分
法

的

「
真
偽

論

」
も

し
く

は
近

代
的

「真

贋
論

」

に
立

ち
、

そ

の
枠

組

の
内

で
論

を
進

め
る

と
す

れ
ば
、

私

た
ち

は

『定
家

卿
自

歌
合

』
を
真

の
定
家

に
と

っ
て
は
偽

な

る
も

の
、
あ

か

ら
さ

ま

に
云
え
ば

偽
作

・
贋

作

と
捉

え
る

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う
。

し

か
し
右

に
挙

げ

た
原
則

に
依

拠

す
る
な

ら
、

偽
作

性
を
論

じ

贋
作

性
を

証
示

す

る
こ

と

自
体

を
事

と
す

る

の

で
な

く
、

む
し

ろ

「擬

(偽

)
託

性

」
に
立

ち
会

い
、

プ

ソ
イ
ド

ー
定
家

の
主

体
性

を
吟

味

し

て
、
こ

こ
に
あ

る
歌

々

の
表

現
性

を

よ
り

よ
く
位

置

づ
け

る

こ
と

に
こ
そ
努

め

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

そ
れ

は
反

転

し

て
、
定

家

の
作

品
1
定

家

の
表

現

に
お
け

る
真

正
性

の
在

り

か
を
尋

ね
、

そ

の
表

現
史

的
位

置

を

一
層

細

や

か
に
見
定

め

る

こ
と

に
結

び

つ
く

の
だ

と
考

え
る
。

非
定

家

を
読

む

こ
と
、

す
な

わ
ち

そ
れ

は
定
家

を
読

む

こ
と

に
他

な
ら

な

い
。

1

書
名

一
般

に
用

い
ら

れ

て

い
る
本

書

の
書
名

は
、
類
従

本

に

い
う

「定

家
卿

自

歌
合
」

で
あ

る
。

内
閣

文
庫

本

(
『
賜
蘆
拾

葉
』

(
一
=

七
・
=

)
第

四

　
ヨ
　

集

・
二
十

七
冊

所
収

)
の
扉

に
見
え

る
標

目
中

の

「定

家
卿

自

歌
合

入
群

書
類

従

」
も

類
従
本

に
従

っ
た
も

の

か
。

こ
の
書
名

を
、

距
離

を
置

い
て

眺

め

て
み
よ

う
。

『
定
家

卿
百

番
自

歌
合

』

の
場
合

と
同

じ
く

「
定

家
卿

」

の
名

を
冠

し

た
書
名

は

も
と

よ
り
定

家

の
与

り
知

ら

ぬ
、

別

人

・
後

人

に

よ

る
呼
称

と

し

て
よ

い
。

そ

も
そ

も

「自

歌
合

」

と

い
う

概
念

も
、

定
家

が

み
ず

か
ら

こ

の
種

の
著

作

の
呼
び

名

と
し

て
用

い
る

こ
と

は
な

か

っ
た

.

で
あ

ろ
う

。
御

裳
濯

河

・
宮
河

以
来

の

』

身

の
所

詠
を

も

ち

て
、

両
方

の

つ
が

ひ
を
定

め

し
む

る

こ
と
L

(
『道

堅

法
師
自

歌

合
』
識

語
)

「
ひ
と

り

の
歌

を
左

右

に
わ

か
ち

つ
が

へ
る
事

」

(
『
細
川

左
京

大
夫

自
歌
合

』
識

語
)

が
歌

合

に
お

け
る

一
つ
の
ジ

ャ

ン
ル
と
し

て
定
着

す

る

に
至

る
過

程

の
中
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の
或

る
時

点

で

「自

歌
合

」

と

い
う

概
念

は
用

い
ら
れ
始

め

た
は
ず

で
あ

り
、

「
定
家

卿
自

歌
合

」
の
名
も

そ
う

し

た
長

い
過
程

の

一
齣

と
し

て
位

置

づ
け

ら

れ
る
。

　　
　

伝
本

の
外

題

に

は
、

宮
内

庁
書

陵

部
本

(
一
五

五

・
=

三
二
)
の

「定

家
　ら
　

卿
四
十
八
首
歌
合
」、
市
立
島
原
図
書
館
蔵
松
平
文
庫
本
(
=
二
九
・二
七
)

の
「
二
十
四
番
自
歌
合
」
(「作
者
不
考
」
の
註
記
を
添
え
て
い
る
)、
二
松

　
　
　

学

舎
大

学
附

属
図

書
館

蔵
竹

清
文
庫

本

(〇

九

二

・
T
)

の

「廿

四
番

歌

合

」
な

ど

の
、
題
簽

に
記

さ
れ
た

名
が

見
え

る
。

ま

ち
ま

ち
で
あ

る

の
は

元
来

、

固
定

し
た
名

を
持

っ
て

い
な

か

っ
た

こ

と
、

さ
ら

に
言
え
ば

、

こ

の
書

を
物

し

た
作
者

、
プ

ソ

イ
ド
ー
定

家

は
全
体

の
書

名

ま

で
意
図

し

て
付

し

た

の

で
は

な

か

っ
た

と

い
う
事

情

を

伝

え

て

い
る

の

で

は
な

か

ろ

う

か
ゆ外

題

の
問
題

は
内

題

の
そ

れ
と
結

び

つ
い
て

い
る
。
後

述

す
る
序

文

の

後

に
は
通

常
内

題
が

記

さ
れ

て

い
る
が
、

外
題

と
同

様

に
、
伝

本

に
よ

り

不
揃

い
で
あ

る
。
す

な
わ

ち
書
陵

部
本

「
四
拾

八
首

之

歌
合

」
、
内

閣
本

「
四

十

八
首

之

歌
合
」
、
類

従
本

「
四
十

八
首

謌
合

」
、

松
平

文
庫

本

は
単

に
「
謌

合

」

と

の
み
あ

り
、
竹

清
文

庫
本

は
内

題

を
欠

い
て

い
る
。
本
来

統

一
的

な
内
題

が
存

し

た
ど
う

か
疑

わ

し

い
。

ち

な

み
に

『定
家

卿

百
番
自

歌

合
』

の
場
合

、
有

力
な

伝
本

の
内

題

に
見
え

る

「
百
番

歌
合

」

を
定
家

み
ず

か

ら

掲
げ

た
も

の
と
推
定

し
得

る
が

、
本

書

の
場
合

は
、

右

の
よ
う

な
異

同

を
考

慮

す

る
と
当
初

か
ら
特

定

の
、

し

か
も

唯

一
の
題

目

の
も

と
に
全
体

が
結

構

さ

れ
た

の
で

は
な

か

っ
た

と
す

ら
推

測

さ
れ

る
。

.考

え

て

み
れ
ば

、
定
家

が
自

身

の
著
作

に
書

名

を
付

す
時

と
は

、
ど

の

よ
う

な
時

だ

っ
た
だ

ろ
う

か
。

逆

に
定
家

が
題

目
を

付

す

こ
と
な

く
執
筆

し

た
著
書

と

は
何

で
あ

り
、
題

目

の
有
無

に
は
、
執

筆
対

象
、

読
者

、

テ

キ

ス
ト

の
内

的

な
文

脈
、

執
筆

時

の
外
的

な
文

脈
な

ど

に

つ
い
て

の
、
定

家

の
ど

の
よ
う

な
意

識

の
相

違

が
介
在

し

て

い
た
だ

ろ
う

か
。

た
と

え
ば

『
近
代

秀
歌

』
の
、

老
年

期

の
自
筆

本
染

筆
時

に
至

る

ま

で
、

お
そ
ら

く
終

始

題
目

の
付

さ

れ
る

こ
と

が
な

か

っ
た
と
思

わ

れ
る
事

例
、
あ

る

い
は
『
詠

歌

之
大
概

』

の
、

お

よ
そ
全

て
の
伝
本

に
題

目
が

見

ら
れ
、

か

つ
そ

の
題

目

に
、
自

筆

本
圏

と
も

目

さ
れ

る
テ

キ

ス
ト

に
お

い
て
す
ら

「
詠

歌
之

大

概

」

「詠

歌
大

概
」
の

二
様

が

あ

っ
て
、
後

代

の
註
釈

史

に

「
題
号

」
の
五

字

・
四
字

の
詮
索

と

い
う
論
点

を

も
提

供
し

て

い
る
事
例

、

あ

る

い
は
定

家
自

筆

の
姿

を
伝

え

る
テ
キ

ス
ト

に

「僻

案
」

と

あ

る
ゆ
え

に

一
旦
は

そ

の
よ
う

に
定
家

が
称

し

た
上

で
執
筆

し

た

こ
と
が
知

ら

れ
る

『
下
官

集
』

の
場

合
な

ど
、

い
ず

れ
を

と

っ
て
も

テ

キ

ス
ト
と
定

家

の
意
図

や
意

識

と

の
問

に
あ

る
密

接
な
連

関
如

何

が
題

目

に
深
く

影
を
落

と
し

て

い
た
は
ず

で
あ

る
。
本

書

も

こ
う
し

た
問

題
圏

の
内

に
引

き
入

れ

て
考

え

る

こ
と
が

で
き

る
。

上

で
見
た
本

書

の
書
名

の
有

様

は
、
広

く
定

家

の
著
書

に
お
け

る
題
目

の
在

り

よ
う
、

言

い
換

え
れ
ば

定
家

に
お
け

る

テ
キ

ス
ト
命
名

の

.

行

為

に

つ
い

て
更

に
精

細

に
注
意

を
働

か

せ
る

べ
き

で
あ

る
こ

と
を
示

唆

し

て
い
る

と
思
う

。

タ
イ

ト

ル
も

ま

た
定
家

に
お
け

る
テ

キ

ス
ト
意
識

と

呼

ぶ

べ
き
も

の
を

考
え

る

た
め

の
、

そ
し

て
同
時

に
定
家

の
テ

キ

ス
ト
の

真

正
性

を
検

討
す

る
際

の
要
点

の

一
つ
だ
と

言
わ

ね
ば

な
ら

な

い
。
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2

署
名

内

題

に
伴
う

よ
う

に
記

さ

れ
て

い
る
定

家

の
名
も

見
過

ご

せ
な

い
問
題

を
含

ん

で

い
る
。

た
だ

し
こ
れ

も
現

れ
方

は
区

々

で
、
書

陵
部
本

・
内

閣

本

は

「
定

家
卿

」
、
類

従
本

は

「
定
家

」

と
あ

り
、
松

平
文
庫

本

・
竹

清
文

庫

本

に
は
名
が

見
え

な

い
。

書
名

と
同
じ

く
、

こ

こ

で
も

原
初

の
形
態

が

定

か
で
な

く
、
混

濁

を
生

じ

て

い
る

か

の
ご

と

く

で
あ
る
。
そ

の
う

ち
「
定

家

卿

」

は
ひ

と
ま
ず
措

く
。

注
意

さ

れ
る

の
は

「
定
家

」

で
あ

る
。

一
見

自

署

の
ご

と
く
記

さ

れ
た

こ

の
名

は
、

こ
の

の
ち
検
討

す

る
序
文

の
蒔

制

が
出
家

後

の
時
点

で
の
語

り
と

な

っ
て

い
る

こ
と
と
整

合

し
な

い
。
出

家

し

て
の
ち

な

お
俗

名

を
署

す

こ
と
は
不

自
然

な

は
ず

で
あ

り
、
少

な

く
と

も
類
従

本

の
場
合

、
序

文

と
署
名

と

の
問

に
時
間

意
識

の

一
貫
性

が
見

ら

れ
な

い
の
で
あ

る
。
叙

述
上

あ

る

い
は
編
成

上
、

緊
密

さ

を
欠

き
、

む
し

ろ
破
綻

を
来

た

し

て

い
る

と
す

ら
言
え

る
。

真
偽

論
的

に
解

す

れ
ば
、

ま

さ

に
馬

脚

を
現

し

て
い
る
箇

所

で
あ
り

、

こ
れ

も
偽

り

の
書

で
あ

る

こ
と

の
証
左

の

一
つ
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う

。

よ
り

一
層
真

の
定
家

の
著
作

と

し

て
ふ
さ

わ
し

い
も

の

に
仕

立

て
よ
う

と

す
る

の
な
ら

ば
、

お

そ
ら
く

プ

ソ
イ
ド

ー
定
家

は

「定

家
」
で
は
な

く

「
明
静

」
ー

「定

家
名

号

七
十
首

」

(名
号
七
字
十
題
和
歌
)
の
署
名
に
「隠
士
桑
門
明
静
」
と
あ
る
よ
う
に
(後

述

)
L

と
記
す

べ
き
で
あ

っ
た

だ

ろ
う
。

し

か
し
今

強
調

す

べ
き
な

の

は
そ

の
点

で
は
な

い
。

こ

こ

に
あ

る
署

名

は
、
以

下

に
続

く

歌
合

の
歌

群
が

定
家

の
作

品

で
あ

・
る
こ

と
、
す

な

わ
ち
定
家

作

で
あ

る

こ
と
を

証
示

、
同

定
す

べ
く

敢
え

て

記
入

さ

れ
た
も

の
に
他
な

る

ま

い
。

こ

の
事
象

を

「
同
定

化
」

と
呼

ぶ

と

す

れ
ば

、
当

該

の
署
名

は
プ

ソ
イ
ド
ー
定
家

に
よ

る
同
定

化

の
意

志
が
表

示

さ

れ
た
も

の

と
捉

え

る

こ
と
が

で
き

る
。
定

家

の
自
署

に
擬

え

て

「定

家
」

と
記

す
と

き
、

記
者

は
作
者

で
あ
り
編

者

で
あ

る

は
ず

の
定

家

に
な

り
代

わ

る
こ
と

が

で
き

る
。
私

た
ち

の
側

か
ら
言

え
ば

、
プ

ソ

イ
ド
ー
定

家

は
定

家

に
転

移

し
、
定

家

の
営
為

と
混

態
化

を
来

た

す

こ
と

に
な
る
。

原
著

者

に
擬

(偽
)

託

す

る
と

い
う
行
為

に
伴

う
心

的

な
機
序

に
み
ず

か
ら
加

担

す
る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。

そ
う

し
た

「
同
定

化
」

の
意

識

の
度
合

い

と
そ

の
徴
標

に
、

「
定
家

」

「
定
家

卿
」

そ

し

て
無

記
名

の
よ
う

に
、

い
く

つ
か

の
形

が
あ

る
。

す
ぐ
気

づ

か
れ

る
よ
う

に

原

初
形

は

ど
れ

で
あ

っ
た
か
を
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
ー

こ
の
署
名
の
箇
所

の
本
文

異
同

か
ら

、

テ
キ

ス
ト

の
様
態

に
は

一
つ
で

は
な

い
複
数

の
手

と

意

識
が

介
在

し

て

い
る
こ

と
を
私

た

ち
は
読

み
取

る

こ
と
が

で

き
る
。
擬

(偽

)
託

性

の
生
成

と
享

受

の
内

に
潜

む
重
要

な

一
面
、

す
な

わ

ち
プ

ソ
イ

ド

ー
定
家

は

一
つ
の
テ

キ

ス
ト

に
お

い
て
す

ら
必
ず

し

も
単
独

で
は
な

い
、

と

い
う

事
態

に
立

ち
会

う

の
で
あ

る
。

こ
こ

で
も
、

そ
も

そ
も
定

家

が

署
名

す

る
時

と

は
、
ど

の
よ

う
な
時

で
あ
る

か
と
問

う

て

み
る

べ
き

で
あ

ろ
う
。
定

家

が
和

歌
作

品
を

は
じ

め
と

す
る
諸

々
の
書

き
物

に

お

い
て
自

記

し
た
署

名

の
実
状

に
即
し

て
、
署

名

の
類

型
と
様

態

を
分
析

し
、

さ

ら

に
は
そ

れ
ら

の
意
味

を
細

か
に
検
討

す

る

こ
と
が

で
き

る
は
ず

で
あ

る
。

そ

の
際
、

署
名

す

る

こ
と
な

く
執
筆

さ

れ
た
著

作
を

も
考

え
合

わ

せ
な

け

れ
ば

な

る
ま

い
。

た
だ

し

テ
キ

ス
ト

の
諸

形
態

を
踏

ま

え
た

具
体
的

な
検

討

は
機
会

を

改
め

る

こ
と
と

し

て
、

当
面

手
掛

か
り
と

な
る

「
定
家

」

に
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つ
い
て

一
言

し

て
お
き

た

い
。

「
定
家

」
の
ご

と
く
、
名

の
み
記

さ
れ

た
署
名

は

、
定
家

の
消

息
、

そ

れ

も

私
的
書

簡

と
目

さ
れ

る
も

の

の
末

尾

に
し
ば

し
ば

見

ら
れ

る
と

こ
ろ

で

あ

る
。

ま
た

故
実

・
先
例

へ
の
関

心

か
ら
記

し
置

か
れ

た
と
思

わ

れ
る
定

(7
)

家

の
自
筆

資
料

の
後

に

「
嘉
禎

二
年

冬

定
家

記

之
」

と
あ

る
例

な
ど

も

存

す

る
。

年
紀

を
伴

い
名

と
併

せ

て

「記

之
」

と
断

っ
て
記

さ
れ

た
こ

の

書

き
物

は
、
単

に
私

的
備

忘

の
た

め

の
摘

記

・
抄
録

で
あ

っ
た

の
か
、
あ

る

い
は
他

者

の
勘
問

に
答

え

て
差

し
出

ざ
れ

る
た

め

の
も

の
な
ど

で
あ

っ

た

の
だ

ろ
う

か
。

と
も

あ
れ

「
定
家

」

と

い
う

署
名

は
執

筆

の
対
象

や
契

機

と
、

そ
し

て
そ

れ
を
考
慮

す
る
定

家

の
意
識

と
緊

密

に
結
び

つ

い
て

い

た

は
ず

で
あ

る
。

一
方
、
和
歌
作

品

の
場

合

に
添
え

ら

れ
る
署
名

は

和

歌
会

の
作

法
、

懐
紙

の
書

式

に

つ

い
て
の
小
規

模

な
作
法

書
を

幾
度

と

な
く
執

筆
し

て

い

る
定

家

に
と

っ
て
、

当
然

の
こ
と

な
が
ら

折

と
場

に
応

じ

て
厳

密

に

記

入
さ

れ
た

は
ず

で
あ

る
。

そ
う

し
た
厳

密
な

意
識

を
傍

ら

に
想
定

し
な

が

ら
眺

め
る

と
、
位

階

・
官
職

・
姓

な
ど

を
加

え

る

こ
と
な
く

名

の
み
を

記

し
た

「
定
家

」

は
、

い
か

に
も
唐

突

で
あ

り
不
用

意

に
す
ら

映

る
。

ち

な

み

に

『拾

遺
愚

草
』
中

巻

「寛

喜

元
年
十

一
月
女
御

入
内

御
屏

風
和

歌
」

に

「
定
家

」

の
署
名

を
見

出
し

得

る
が
、

『
明
月

記
』

同
年

(
一
二
二
九
)

十

一
月
九

日
条

に
、

当
該

屏
風

和
歌

皀
清

書
し

了

え
た

こ
と
を

云

い
、
端

作

の

「
月

次
御

屏
風

十

二
帖
和

歌
」

以
下

の
書

式
を

転
記

し

た
中

で
、
署

名

に

つ

い
て
定

家

は

「
名
字

嬾
雌
賭

」
と
記
し

て

い
る
。

す
な

わ

ち
当
屏

風
和

歌

で
は
名

字

の

「
定
家

」

の
み
を
書

く
が

、
無

官

の
者

は
こ
う
書

く

の
で
あ

ろ
う

か
、

と
云
う

の
で
あ

る
。

こ

の
年

六
十

八
歳

の
定

家

は
前

参

議

・
正

二
位
。

み
ず

か
ら

の
官

職

に
照
ら

し

て
書
く

べ
き
署
名

の
あ

り
方

、に
注

意
を

払

っ
て
い
る

の

で
あ

る
。

『
拾
遺

愚
草

』

に
見

る
当

の

「定

家
」

は
、

も

と
よ

り
決

し

て
無

頓
着

な
も

の
で
は
な

か

っ
た
。

翻

っ
て
今
問

題

の

『定

家
卿
自

歌

合
』

の
場

合

の

「
定
家

」

は
、

以
上

の
よ
う
な

定
家

の
署

名
性

に
対

す

る
意
識

(
と
想
定

さ
れ

る
も

の
)

に
即

応

し
た
も

の
と
は
到
底

見

え
な

い
。

い
ま

一
つ
の

「定

家

卿
」

や

こ
れ
ら

を
欠

く
も

の
を

も
考

え
合

わ

せ
る
と

、
当
自

歌

合

に
お
け

る
署
名

は
真

正

性

に
お

い
て
著

し
く

純
度

が
劣

る
。

逆

に
言

え
ば

、
定

家

の
作

品

で
あ

る

こ

と
を
標

示
し

よ
う

と
す

る
プ

ソ
イ

ド
ー
定

家

(た

ち
)
の
意

図

が
若

干

の

揺

れ
を
含

み
な

が
ら

露
呈

し

て

い
る
の

で
あ

る
。

思

え
ば

署
名

と

は
、
自

己
同

一
性

を
名

を
自

署
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
確

認
す

る
と

い
う

行
為

に
他

な
ら

な

い
。
書
物

の
場
合
、

そ

れ
は
物

書

く
行

為

に
従

う
者

の
テ

キ

ス
ト
意
識

と
主
体

意
識

が

凝
縮
的

に
現
れ

る
、
徴

標

と
も

な

る
箇

所

で
あ

ろ
う

。
定
家

に
お

い
て
は

、
そ

れ
は
官

位
、

家
、

個

体

な

ど

の
意

識

が
ど

の
よ

う

に
主

導
的

に
働

く
か

、

公
と
私

の
次

元

が
ど

の
よ

う

に
振

り

分
け

ら
れ

る

か
に
よ

っ
て
、

種

々

の
形

態

を
取

る

こ
と

に

な

る
。

そ

れ
ら

の
諸

形
態

の
内

に
真

正
性

と
擬

(偽
)
託
性

も

ま
た
潜

み
、

あ

る

い
は

忍
び

込

む
の

で
あ

る
。

3

序

『定

家
卿

自
歌

合
』
で
最

も
目

を
引

く

の
は
歌

々

の
番

い
の
前

に
据

え
ら

れ
た
序

文

で
あ

ろ
う
。

た

だ
し

こ

の

一
段

の
文
言

に
、

す

ぐ
さ

ま

「
序

」
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と
い
う
概
念
を
充
て
て
、
こ
れ
を
原
態
と
見
な
し
素
朴
に
前
提
と
し
た
上

で
論
議
を
始
め
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
部
分
を
欠
く
松

平
文
庫
本

の
よ
う
な
伝
本
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
同
本
は
こ
の
部
分

ば
か
り
で
な
く
署
名
を
も
欠
く
ゆ
え
に
、
或
る
時
点
で
の
享
受
者
に
よ
っ

て
外
題
に

「作
者
不
考
」
と
い
う
註
記
が
書
か
れ
た
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

仮
に
松
平
本
を
重
視
す
れ
ば
、
本
書
は
元
来
序
を
持

っ
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
可
能
性
や
、
更
に
進
ん
で
、
序
は
の
ち
に
、
ま
さ
に
定
家
作
に
仮
託

し
て
付
加
さ
れ
、
今
見
る
形
に
編
成
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
推
測
も
可
能
で

あ
る
。
無
論
、
そ
れ
ら
は
余
分
な
臆
測
に
過
ぎ
ず
、
松
平
本
は
単
純
に
序

文
そ
し
て
署
名
の
欠
脱
し
た
不
完
全
な
テ
キ
ス
ト
だ
と
も
考
え
得
る
。
而

し
て
現
在
の
と
こ
ろ
松
平
本
以
外
に
こ
の
種
の
、
序
を
持
た
な
い
伝
本
は

存
在
し
な
い
か
ら
、
右
の
よ
う
な
可
能
性
を
考
慮
し
な
が
ら
も
、
序
は
の

ち
に
増
補

さ
れ
た
の
で
は
な
く
当
初
か
ら
存
し
た
も
の
ー

し
た
が
っ
て

松
平
本
は
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
序
の
脱
落
し
た
も
の
ー

と
ひ
と
ま
ず

見

て

お
く

の
が

妥
当

で
あ

ろ

う
。
小

稿

で
も
右

の
判

断

に
従

っ
て
お
く
。

確

か
に
今
目

の
前

に
あ

る
文

章

の

「予

」

云

々
で
始

ま
り

「
と

云
事
し

か
り
」
で
結

ば

れ

る
文
言
、

文
体

は
序

文

の
体
裁

を
成

し

て

お
り
、

『
八
洲

文
藻

』
後

編
が

こ

の
部
分

を

「序

」

と
呼

ん

で
収

録

し

て

い
る

の
も

理
由

　　
　

の
あ

る

こ
と

で
あ

る
。
序

と
位

置
づ

け
た

上

で
、
先

記

し
た
署

名
を

も
併

せ

て
読

め
ば

、

私
た

ち

は
自

歌

の
歌
合

形
式

に
よ

る
ア

ン
ソ

ロ
ジ

ー
に

つ

い
て
語

る

「
定
家

」
、

プ

ソ
イ

ド
ー
定
家

に
よ

っ
て
書

き
誌

さ
れ

た
そ

の
文

辞

を
辿

る
こ
と

に
な

る
。

以
下
、

類
従

本

に
基

づ
き
行

文

を
追

っ
て
み
よ

う
。

予
言

う
ま

で
も

な
く

一
人

称

の
自

称

に

か
か
わ

る
語

。
日

本
語

表
現

の
常

と
し

て
主

語

は
し
ば

し
ば

省

か
れ

る
が
、
定

家

の
場
合

、
自

称

は

「身

」

「
一
身

」
や
謙

称

の

「
下
官

」

「愚
l

」
あ

る

い
は
自

己

を
客
観

視

し
た

「
老

者

」

「
貧
者

」
な

ど

の
言

い
回
し

で
表

現
さ

れ
る
。

よ

り
積
極

的

に

一
人

称

を

「
我

」

「吾

」
の
字

で
示

す

の
も

一
般

的

で
あ

り
、

こ

の

「
予
」
も

ま
た

「余

」
と
と

も

に
特

異
な

例

な
ど

で
は

な

い
と
思
う

。
自

己

の
所
懐

を

こ

の

字

を
交

え

て
云
う

例
も

「
予

心
中
有

所

思
」
云

々

(
『明

月
記

』
嘉

禎
元
年

(
一
二
三
五
)
四
月

二
十

八

日
条

)
な
ど

の
ご

と
く
珍

し

く
な

い

で
あ

ろ
う

。

先
引

の

「
定

家
名

号
七

十
首

」
冒

頭

に
据

え

ら
れ

た

一
文
も
今

の
例

と

同

じ

く

「
予
」

で
始

ま

っ
て

い
た
。

少
年

の
む
か

し
よ

り
暮
齢

の
い
ま

に

い
た

る
ま

て

定

家

が
歌

人
的
生

涯

に
関
連

し

て
少
年

時

を
振

り
返

る

の
は
、
古

典

に

つ

い
て
の
訓
説

の
記

憶

を
述

べ
た
、

少
年

時
古

今
を

見
侍

り

し

に
、

よ

み
と

か

ぬ
所

多
く

侍

り
し

か
ば
、

尋

ね
申

し
し

に

(
『顕

註
密

勘
』

春
上

・
四

の
密

勘

)

す
が

る

と
は
、

少
年

の
昔

、
古
今

の
説

う

け
侍

り
し

時
、

す
が

る
、

鹿

の
別
名
也

と

そ
申

さ
れ

し

(
『
僻
案

抄
』

古
今

・
三
六
六

)

な
ど

に
見

え

る
。

『僻

案
抄

』
の
奥
書

に

は

「
往
年

治

承
之

比
、
古

今
後

撰

両

集
、

受
庭

訓

之

口
伝

」

と
あ

る
。
治

承

元
年

(
一
一
七

七
)

は
定
家

十

六
歳
。

し

た
が

っ
て
定

家
的

な
認

識

に
よ

れ
ば

「
少
年

の
昔

」

と
は

お

お

　　
　

よ
そ
定

家
十

歳
台

の
後

半
を

指

す

こ
と

に
な

る
。

「
暮
齢

」
は
人
生

の
暮

れ

方

の
年

齢
、

す

な
わ

ち
老
年

で
あ

ろ
う

。
周

知

の
よ
う

に
、

定
家

に
と

っ
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て
旦
暮

・
暮
齢

の
自
覚

は
し
ば

し
ば

古
典

テ
キ

ス
ト

に
向

か
わ
せ

る
契
機

で
あ

っ
た
。

た

と
え
ば
後

撰
集

の
貞

応

元
年

(
一
二

二
二
)

九
月

三
日
書

写
本

の
奥
書

の
、

「
依
老

病
去

官
職

帰

田
里
之

秋
也

、
頽

齢
六

十

一
」
云

々

な

ど

に
見
ら

れ

る
と

こ
ろ
が

そ
れ

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の
序

の

「暮

齢

の

い
ま
」

と
は
何

時

の
時
点

を
指

す

の

で
あ

ろ
う

か
。

た

と
え
ば

定
家

は
、

正
治

二
年

(
一
二
〇
〇
)

三
十

九
歳

の
折

に
早
く

も
老

い
を
嘆

い
て
「
心
神

殊

悩
、

四
旬

衰
鬢

、
病
与

愁
計

会

、

旦
暮

営

世
路
、

可
弾

指

々
々
」

(
『明

月
記

』
同

年
十

月

二
十

六
日
条

)

と

記

し

て

い
る
。

老
若

の
境

と

し

て
の

「
四
旬
」

を
強

く
意

識

し

て
の

こ
と

で
あ

る

が
、

こ

の
日

「京

官
除

目
」

の
こ
と

を
聞

き
、
社

会
的

不
遇

の
意

識

と
心
身

の
憂

苦

が
輻
輳

し

て
嘆

き
は

一
段

と
深
く

な

る

の
で
あ

る
。

ま

た

た
と

え
ば
著

名

な

『
轉
任

所
望

事
』

(東

京
国
立

博
物

館
蔵

)
の

「
今
及

衰
暮

之
齢

」

は
左
近

権
中

将

に
任
ぜ

ら

れ
る
建

仁

二
年

(
一
二
〇

二
)

四

十

一
歳
頃

の
用

例

と
目

さ
れ

る
。

お
お

よ
そ

四
十
歳

前
後

の
の
ち
、

老

い

の
意

識

は
長
ら

く
定

家

の
生

の
基
底

音

と
も

な
る

と
し

て
よ

い
。

し
か
し

当
該

の
序

に
云
う

「
少
年

の
む
か
し

」

と
同
様

に

「
暮
齢

の
い
ま
」

も
ま

た
、

そ

れ
ら
が

指

し

て

い
る
特

定

の
歴
史

的
時

点
を

、
文

脈

か
ら

は
読

み

取

り
難

い
。

む
し

ろ
こ

こ
に

は
少
年

時

と
老
齢

時

と
が
漠

然

と
語
ら

れ

て

い
る
だ

け
だ

と
言
う

べ
き
か
も

し
れ

な

い
。
翻

っ
て
、
自

己

の
作
品

に
対

す

る
時

の
定
家

は
、
き
わ

め

て
時

期

と
時
点

に
敏

感

で
あ

る
。
『
定
家
卿

百

番
自

歌
合

』
冒

頭

に
お

い
て

は

「
撰

出
年

来
愚

詠

二
百
首

、
結

番
」

の
作

業

の
経
緯

が
時

点
を

明
示

し

て
註

記

さ
れ

て

い
た
し

、
右

の

「
先
撰

二
百

首
之

愚
歌

、
有

結
番

事
」

と

い
う
作
業

を

引

き
承
け

て
家
集

の
編
纂

を
行

な
う

の
だ
と

い
う
事

情

が
、
年

紀

と
と
も

に

『
拾
遺

愚
草

』
上

巻
識

語

に

明
記

さ

れ

て

い
た
。

そ

れ
と
合

わ

せ

て

『
定
家

卿
百

番
自

歌
合

』

で
は
各

番

の
歌

そ
れ

ぞ
れ

の
初
出

時
が

註
記

さ

れ
て

い
た

こ
と
も

想
起

さ

れ
る
。

本
自

歌
合

に
は
そ
う

し

た
配
慮

が
見

ら

れ
な

い
。
両

自
歌

合

の
時
間

意
識

に
は
隔

た
り

が
あ

り
、

そ
れ

は
自
己

の
詠

作
史

に
対

す

る
自
覚

の
度

合

の

差

に
他
な

る

ま

い
。

真
正

の
定

家

に
あ

っ
て

は
、
詠

作
史

の
過

程

と
そ

の

中

で

の
現

時
点

す
な

わ

ち

コ
い
ま
L

に

つ
い
て

の
自
覚

が

き

わ
め

て
先
鋭

で
あ

る
。

本
自

歌
合

に
お

い
て
は
序

に
云

う

「
暮
齢

の

い
ま
」
の
当

の

「
い

ま
」

の
自

覚
が

詠
作

史

と

の
結

び

つ
き

に
お

い
て

は
微
弱

も
し

く

は

ル
ー

ス
、

少
な

く

と
も
主

導
的

な
原

則

と
は
な

っ
て
お
ら
ず

、

編
者

の
関

心

は

む
し

ろ
別

の
と
こ

ろ
に
向

い
て

い
た

で
あ

ろ
う
。

前

後

詠
す

る
所

の
和
歌

つ
も
り

て
箱

の
う

ち

に
み

て
り

「
前

後
」

は
類

従
本

は

こ

の
形

で
あ

る
が

、
書

陵
部

本

・
内

閣
本

・
竹

清

文
庫
本

は

「
前
後

に
」
と
あ

る
。
微

細
な

出
入

り

で
あ

る
が
、

「
に
」
の
加

わ

る
こ

と
で
、

こ

の
長
年

の
間

に
、
時

々
に
と

い
う

ニ

ュ
ア

ン

ス
が

や
や

増

す

で
あ

ろ
う

。
和

歌
詠

草
が
箱

中

・
凾
中

に
積

み
重

な

る
、

と

い
う

の

は
類

型
的

な
言

い
回

し

で
あ

ろ
う
。

た
だ

し
膨
大

な
数

の
作

品

を
、
多

様

な
折

と
場

で
詠
出

し

た
定
家

が
、

累
積

し

た
自
己

の
詠

草
群

を
言

い
表

す

語

句

と
し

て

は
や
や
穏

や

か
す
ぎ

る
印

象

を
与

え
る

か
。

し
か

れ
と

も

ロ
業

の
因

縁

と
な

り

て

積

も
り

満

ち
る

の
は
善
根

功
徳

で
は
な

く
、

か
え

っ
て
そ
れ
ら

が

「
口

業

の
因
縁

」

に
な
る

と
云
う

。

こ

こ
で
序

の
中

に
仏
教

的

な
言
語

観

・
表

現
観

が
姿

を
見

せ
、
以

下

に
続
く

理
念

上

の
基
調

と
な

っ
て
全

体

を
覆
う

。
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更
身

後

の
資
糧

に
あ
ら
す

諸

本

と
も

「
更
身

後
」

の
表

記

で
あ

る
。

「更

に
」
「
あ

ら
ず

」

と
呼
応

し

て
強
調

す

る

の
で
あ

ろ
う
。
「
身
後

」
は
後

生

、
後

世
。
「
資
糧

」
(資

粮
)

と

は
悟

り
を
得

る

た
め

の
た
す

け

・も

と

で
。

』

切

の
所
有

の
菩
提

の
資

糧

は
差
別

あ

る
こ

と
な
く

L

(
『往

生
要

集

』
中
、

「
惣

因

と
言

ふ
は
、
瑜

伽

の
四
十

九

に
云

く
」
と
し

て
引

く
)
な

ど

と
云
わ

れ

る
概

念

。

「
此

の
語

を

以

て
修

行

の
資
料

と

な
さ

し
め

ん
た

め

に
は
あ

ら
ず
。
然
ど

も
」
云

々

(『
夢

中

問
答

』
)
な
ど

は
言
語

表

現
と

の
か

か
わ

り

で
用

い
ら
れ

た
例
。

こ
の
概

念

を

用

い
て
、
長

年
詠

じ
重

ね

て
き

た
が
、

た

ま

っ
た
作
品

群

は
後
世

の

往

生

を
目
指

す
仏

道
実

践

の
か

て
と

は
な

ら
な

い
と

い
う
論

理
が

語
ら

れ

て

い
る
。

因

茲

い
ま
聊

滅
罪

生
善

の
は
か
り
事

を

め
く

ら

さ
む

か
た

め
に

「
因
茲

」

(
よ
り

て

こ
こ

に
、

あ

る

い
は
、

こ
れ

に
よ

り

て
)

と
あ

る
よ

う

に
、

上
述

の
論

理
が

明
確

な
判
断

に
基
づ

く
も

の

で
あ

る
こ
と

を
確
認

し

た
上

で
、
今

改

め

て
歌

合

を
編

む

こ
と

の
目
的

を
説

い
て

い
る
。

そ

の

目
的

と

は
、

い
さ

さ

か
、

僅

か
な

が
ら

で
も

「
滅
罪

生
善

」

を
企
図

す

る

と

い
う

こ
と

に
他

な
ら

な

い
。

前
段

で
述

べ
て

い
る
よ
う

に
、

和
歌

を
詠

み
続

け

て
き

た

こ
と
は
、

ま

さ
し
く

罪
障

で
あ

る
が

、

さ
れ
ば

と

て

口
業

の
結

果
を

全

て
棄

て
去

る

の
で
は
な

く
、

む
し

ろ

そ

の
累

積
を

新
た

な
趣

意

の
も

と

に
編
成

し

直
す

こ

と
自

体

が
、

現
世

に
お
け

る
罪
を
転

じ

て
後

世

の
善

き
果
報

を
生

む

こ
と

に
な

る
と

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

愚
詠

の
中

よ

り
四
十

八
首

の
歌

を

ぬ
き
出

て

一
巻

の
歌
合

と
す

本
書

の
内

容

を
端

的

に
言

い
表

す

一
行

で
あ

る
。
自

歌

四
十

八
首

を
選

び

出

し

て

(
お

の
ず

と

二
十

四
番

か
ら
な

る
)
自

歌
合

一
巻

に
編

成

す

る

こ
と

が
告
げ

ら

れ

る
の

で
あ

る
。
た

だ
し
編

者

の
眼
中

に
は
な

か

っ
た

の

か
、
あ

る

い
は
強

い
て
視
野

の
外

に
押

し

や
ら

れ
た

の
か
、
こ

こ
で

は
『
定

家

卿

百
番
自

歌
合

』

に
言
及

さ

れ

て

い
な

い
。
先

に
触

れ

た
と

お
り
、

お

そ
ら

く

「
百
番
自

歌
合

」

は
年
来

の
詠

歌

二
百
首

を
撰

出

し

て
半

生

の
歌

人

的
達

成

を
確
認

す

る
機
会

で
も

あ

っ
た

ゆ
え

に
、
家

集
編

纂

に
際

し

て

は
相
互

の
連

携

に

つ
き
言
及

さ

れ
る
必

要
が

あ

っ
た

の

で
あ

ろ
う

。

ま
た

同

百
番

自
歌

合

は
後
年

、
家

集
増
補

作

業

と
も

か
か

わ
り
合

い
な

が
ら
貞

永

元
年

(
一
二
三

一
)

七
十

一
歳

の
折

の

「関

白

左
大

臣
家

百
首

」

の
詠

を

も
差

し
替

え

て
入
れ

す
ら

し
た
、

定
家

に
と

つ
て

は
執
心

の
自

歌
合

で

あ

っ
た

。
後
段

で
見

る
と

お
り
、
老

後
、

そ

れ
も
出

家
後

に
編

ん

だ

こ
と

を
匂

わ

せ

る
本

自

歌
合

は
、

一
方

に
あ

る
百
番

自
歌

合

の
過
程

と

ほ
ぼ
並

行

し

て
成

立

し
た

も

の
と

い
う

こ
と

に
な
る

は
ず

で
あ

る
が
、

そ
う

し

た

定
家

の
内

的
過

程

と
直

ち

に
切

り
結

ぶ
も

の
と
し

て
本
書

が
位

置
づ

け
ら

れ

て

い
る
と

は
見

え
な

い
。
私

た

ち
は
本
自

歌
合

編
者

の
意

図

や
指
向

を
、

定
家

そ

の
人

の
実
際

の
事

績

や
心
的

な
プ

ロ
セ

ス
と
単
純

に
整

合

さ
せ

て

理
解

す

る
だ

け
で

は
不
十

分

で
あ

る
よ
う

だ
。

ま
た

我

々

の
手
持

ち

の
概

念

を

用

い
て

「
ア

ン
ソ

ロ
ジ

ー
」
編
纂

作
業

一
般

に
還
元

す

る
こ

と
で
見

失

わ

れ

て
し
ま

う
も

の
も

あ

る
は
ず

で
あ

り
、
対

象

を
捉

え

る
た
め

に
は

さ
ら

に
別
途

の
視

点

を
求

め
ら

れ
る

こ
と

に
な

る
。

編
者

の
関

心

の
、
お
そ
ら

く
主
軸

に
か

か
わ

る
と
も

見
ら

れ

る

の
は
「
四

十

八
首

」

と

い
う
形
式

と

そ

の
意

義

で
あ

る
。

な
ぜ

四
十

八
首

な

の
か

に

つ
い
て
は

の
ち

ほ
ど
語

ら

れ
る
。
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其
形

を
畫

圖

に
う

つ
し

て
左

右

に
わ

か

つ

他
本

は

「
其

形
」

の
前

に

「
ま

た

(又
)
」

の
語

が
あ

る
。

四
十

八
首

を

歌

合

に
番

え
、

さ
ら

に
そ

の
上

に

の
意

で
あ

ろ
う

。

「
ま
た

」
に
よ

っ
て
歌

合

に
対

応

せ
し

め

て
、

と

い
う
意

が

や
や
強

ま

る

か
。

歌

の

み
で
な
く

、
・

こ
と
ば

と
絵

と

を

一
具

の
も

の
と

し

て
仕

立

て
た

と

い
う

の

は
興

味

深

い
。

た
だ

し
歌

・
絵

の

一
体

化
を

図

る

こ
と

の
目

的

は
何

か
、
本

書

の
歌

と
と
も

に
絵

を
合

わ

せ

て
見

る
享

受
者

1
読

者

や
、

そ

の
際

の
鑑

賞
形

態

を
編
者

は

ど

こ
ま

で
意

識

し

て

い
た

か
な

ど
と
問

う

て
み

る
と
、

こ
こ

に

は
疑
問

も
少

な

く
な

い
。
問

題

の

一
つ
は
画

図

に
写

し
た

と

い
う

「
其
形

」

の
内
実

で
あ

る

(竹
清

文
庫

本

は

「
か
た
」

で

は
な
く

「
そ

の
か
た

ち
」

と
表
記

し

て

い
る
)
。

「
形
」

は
具

体
的

な
姿

形

・
像

に
他
な

る

ま

い
。

　り
　

こ
こ
で
注

意

さ
れ

る

の
は
、
近

時
、

小
林

一
彦

が
紹

介
し

問
題

に
し

た

竹

清
文
庫

本

の
記

載

で
あ

る
。
同

本

に
は
序

と
後

続

の
歌
合

と

の
間

に
、

丁

の
裏

・
表

を
使

っ
て
そ

れ
ぞ

れ
中
央

に

「
鳥
帽

子

狩
衣

着

た

る
男

一
人
」

「
僧

一
人

」

の
ご

と
く
書

か

れ

て
お
り
、

ま

さ

に
画

の
図

柄
を

指

示

し

た
よ
う

な
記

載

と
な

っ
て
い
る
。

次
段

の

「道

俗

こ

と
な

り
と

い

へ

と
も
、

愚
身

こ

れ

ひ
と

つ
な
り
」

を
も

考
え

合

わ
せ

て
小
林

は
、

す
な

わ

ち
、
該

本

の
親
本

系
統

に
は
、
序

文

ど
お
り

に
そ
れ

ぞ
れ
左

側

に
出

家
後

の
、

右
側

に
在

俗
時

の
定
家

の
姿
が
描

か
れ

て

い
た
伝
本

が

か

つ
て
確

か

に
存
在

し

て

い
た

こ

と
を
物

語

る
有

力

な
証

拠

と
言
う

こ

と
が

で

き
る
。

と
し
、
の
ち
書

承

の
間

に
画
像

は
脱

落

す

る
が
、
「竹

清
文

庫
本

の
記

述

は
、

そ

の
中

間

の
段
階

を
伝

え

る
も

の
」
と
す

る
。

さ
ら

に
序

に
云
う

「
画
図

」

は
、
定

家

の
画
像

が
定

家
神

格
化

に
伴

っ
て
用

い
ら

れ
る

こ
と

と

「
揆

を

一
に
す
る
も

の
」

と
言

い
、

本
歌

合
が

「
偽
書

」

で
あ

る
理

由

と
も
な

る

こ
と
を

説

い
て

い
る
。

確

か

に
竹

清
文
庫

本

の
記

載

は
注
目

す

べ
き

で
あ

り
、
同

本

の
価

値

を

重

視
す

れ
ば

小
林

の
説

く
よ

う
な

推
定

も
可
能

と
な

る
で
あ

ろ
う
。

序

で

「画

図

」

に
描

い
て
添

え
た

こ
と

が
明
言

さ

れ

て

い
る

に
も

か
か

わ
ら
ず

、

確

認

さ
れ

て

い
る
現
存

の
諸

本

に
当

の

「
画

図
」

は
欠

け

て
お
り
、

そ

の

痕

跡
す

ら
差

し
当

た
り
窺

え

な

い

の
は
、

ま
こ

と
に
不
審

で
あ

る
。

し

か

し

小
林

の
推

定

に
従

う

た

め
に

は
、
現

存

の
他

本

は
す

べ
て

「
画

図
」

を

脱
落

さ
せ
た

不
完
全

な

テ

キ

ス
ト
で
あ

る

こ
と
、
竹

清

文
庫
本

は
他

本

よ

り

優
位

に
た

つ
本
文

で
あ

る
こ

と
、
そ

の
竹

清
文
庫

本

に
先
行

し
、

か

つ

初

源

の
形
態

を
保
存

し

て

い
る

「親

本

系
統

」

の
テ

キ

ス
ト

が
ま

さ
し

く

存

在
す

る

こ
と
を
、

そ

れ
ぞ

れ
承

認
し

か

つ
前

提

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
だ

が

こ
れ
ら

は
必
ず

し

も
明

証
事

で

は
な
く

、
た

だ
ち

に
前
提

と

す

る
の

は
今

の
と

こ
ろ
躊

躇

さ
れ

る
。

む
し

ろ
逆

に
、
竹

清

文
庫

本

の
記
載

を
後
出

の
も

の
と
考

え

る
こ
と

も

で
き
よ

う
。
序

の
叙

述

を
汲

ん

で
、
後
代

の
プ

ソ

イ
ド
ー
定

家

が
進

ん

で
記

入

し
た

と

い
う
可
能

性

も
あ

る
だ

ろ
う

。

「其

形
」
の
解
釈

の
問
題

に
立

ち

戻

っ
て
言

え
ば

、
事

実

「
画

図
」

に
描

か
れ

た
と

し

て
、

そ

れ

は
す
な

わ

ち
定

家

そ

の
人

の
姿

を

か
た

ど

っ
た
も

の
と
断

じ

て
よ

い
か
ど
う

か
も
、

な

お
留
保

さ

れ

て
よ

い
の

で
は
な

か

ろ
う

か
。

竹
清

文
庫

本

の
記
載

を
確

証

す

る
伝

本

、
あ

る

い
は

こ
の
問
題

に
有

力

な
根
拠

を
与

え

る
伝
本

が

さ

ら

に
求

め
ら

れ

る

べ
き

で
あ

ろ
う

、
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「
左
右

に
わ

か

つ
」
も

ま
た
問

題
を

孕

ん

で

い
る
。
図
像
化

さ

れ
た

の
は
、

差

し
当

た
り
左

右

一
対

の
も

の

の
み
、

た
と
え

ば
竹

清
文
庫

本

の
現
状

の

よ
う

な
も

の
で
あ

っ
た

の
か
、

そ
れ

と
も

二
十

四
番

の
全

て

に
亘

っ
て
左

右

に
図
を
配

し

た

と

い
う

の

で
あ

ろ
う

か
、

こ
の
点

も
現
存

伝
本

の
み
を

も

っ
て
し

て

は
決
着

を

つ
け
難

い
。

こ

の
問

題

に

つ

い
て
は

お
そ
ら
く

美

術

史

の
側

か
ら

の
視

野

の
助

け

を

も

借

り

な

け
れ

ば

な

ら

な

い

で
あ

ろ

う

。
序

の
上

記

の
よ
う

な
言

辞

は
、
歌

合
絵

の
形
成

史

・
展

開
史

に
照

ら

す
と

ど

の
よ
う

に
位
置

づ

け
ら
れ

る
だ

ろ
う

か
。

そ

の
検
討
如

何

は
本

歌

合

の
序

を
含

む

テ
キ

ス
ト

の
歴
史

性
を

吟
味

す

る
こ
と

と
直
結

し

て

い
る

は
ず

で
あ

る
。

道
俗

こ
と
な

り
と

い

へ
と
も

、
愚
身

こ
れ

ひ
と

つ
な
り

出

家

と
在
俗

と
、
世
界

は
異

な

る
け

れ
ど
も

我
が
身

は

一
つ
で
あ

っ
て
、

こ
の
私
自

身

に
他

な
ら

な

い
。

今

は
出
家

の
身

で
あ

り
、

在
俗

時

と
は

す

で
に
異

な
る

が
、

と
す

る
語
句

は
、

結
果

的

に
本
歌

合
編

集

の
時
期

に
言

及
し

た
も

の
と
し

て
注
意

さ

れ
る
。
編

者

が
ど

こ
ま

で
正
確

に
定

家

の
事

績

と

の
照

応
を

配
慮

し

た
か

は
と
も

か
く

と
し

て
、

こ

の
語
句

を
敢

え

て

定

家

の
閲

歴

と
重
ね

て
理
解

す

れ
ば
、

お
の
ず

と
定
家

が
出

家

す
る

天
福

元
年

(
一
二
三

三
)
十

月
十

一
日
以
後

に
、

序

は
執
筆

さ

れ

て

い
る

こ
と

に
な

る
。
序

の
語

り

の
中

で
は
、
本
書

の
成

立

は
七
十

二
歳

以
降

の
晩
年

、

没

す

る
ま

で

の
足

掛

け
九
年

の
間

に
比

定

さ
れ
、

先
引

の
「暮

齢

の

い
ま
」

も

そ

の
間

の

一
時

点

に
相
当

す

る
と

い
う

こ
と

に
な

る
で
あ

ろ
う

。
重
要

な

の
は

「
道

俗

こ
と
な

り
」

の
意
味

で
あ

る
。

こ
れ

は

一
つ
に
は
、

こ
こ

に
集

め
ら

れ
た
歌

は
在

俗
時

の
詠

と
出
家

後

の
そ

れ

と
区
別

さ
れ

て
あ

る

こ
と

を
意
味

し

て

い
る
と
解

さ

れ

る
。

ま

た
在
俗

時

の
詠
を

出
家

後

の
今

取

り
集

め

て
見

る
、

の
意

と
も
解

さ

れ
る
。

さ
ら

に
前

に
あ

る

「
左
右

に

わ
か

つ
」

と
合

わ
せ

て
読

め
ば
、

右
記

し

た
よ
う

な
在

俗
時

・
出
家

後

の

詠

を
、

あ

る

い
は

「
道
俗

」
二

つ
の
状
況

設
定

で
詠

み
分
け

ら
れ

た
歌
を

、

そ
れ

ぞ
れ
左

右

に
番
え

た

と

い
う
構

成

上

の
意

図

を
述

べ
て

い
る
と
も
解

さ
れ
よ

う
。

ち
な

み

に
竹

清

文
庫
本

は

「
道
俗

こ
と
な

り
」

を
以
上

の
い

ず

れ

か
の
意
味

に
解

し

て
、
序

の
後

に

「
其
形

」

の
図
柄

を
、

ま

さ

に
在

俗
時

の

「
鳥
帽

子

狩
衣

」

の
姿

と

「僧

」
形

と

の

一
対

に
し

て
記

入
し

た

の

で
は
な

か
ろ
う

か
。

果

た
し

て
そ

れ
が
原

初

の
形
態

で
あ

っ
た

か
否

か

は
し
ば

ら
く

留
保

し

て
お

く

べ
き
こ

と
は
先

記
し

た

と
お
り

で
あ

る
。

「
道

俗

こ
と
な

り
」
の
意
味

が
右

に
挙
げ

た
う

ち
の
ど

の
ケ
ー

ス
に
該
当

す

る

か

に

つ
い
て
も
今
少

し

判
断
材

料

が
必
要

で
あ
り
、
即
断

を
控

え
た

い
。

重
要

な

の
は
歌
作

品

と

の
結

び

つ
き

で
あ

る
。

以
上

の
よ
う

な
事

情

が
、

編

者

に
よ

っ
て
果

た

し

て
ど

こ
ま

で
明
確

な
意
図

を

も

っ
て
本
歌

合

の
構

成

や
、

さ

ら

に
は
個

々

の
歌

の
表

現

そ

の
も

の
ー

た
と

え
ば

趣

向
、

場

面

設
定

、
暗

喩
的

効
果

な

ど

に
組

み
込

ま

れ
、

か

つ
テ
キ

ス
ト

の
上

に
現

れ

て
い
る

か
は
、

歌

々
を
読
解

す

る
際

の
焦
点

の

一
つ
と
な

る

は
ず

で
あ

る
。

う

た

の
数

四
十

八

に
さ
た

む

る
事

は
、

か

の
弥

陀

の
本

願

に
な

す

ら

へ

て
、
摂

取
不
捨

の
ち

か
ひ
な

と
た

の
む
故

な

り

他

本

「
う

た

の
数

を

」
と

あ
り
、

そ

の
方

が
意
味

は

通
り
易

い
。

書
陵

部
本

は
続

く

「
四
十

八

に
」

の

「
に
」

の
字
を

欠

い
て
い
る
。

歌
数

を

四

,

十

八
首

と
限
定

し

た

の
は
、

『
大
無
量

壽
経

』
に

い
う

阿
弥

陀
仏

の
四
十

八
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の
本

願

に
擬

す

こ

と

に
よ

っ
て
、
」
衆
生

を

必
ず

や
救

い
と

っ
て
く
れ

る
は

ず

の
阿

弥
陀

仏

に
す

が
り

願

お
う
と

し

て
な

の
だ
と

云
う
。

「
四
十

八
」
と

い
う
数

の
根

拠

が
仏
教

的

な

モ
チ
ー

フ
と
連

繋

し

て

い
る

こ
と

を
強
調

し

て

い
る

の
で
あ

る
が
、

「
か

の
」
と

い
う
読
者

と

の
共
通

認
識

を
確

認

す
る

か

の
よ
う

な
言
葉

に
注

意

し
た

い
。
無

論
、

阿
弥

陀

四
十

八
願

は
定
家

と

そ

の
時

代

に
と

っ
て
も
既

に

ひ
さ
し

く
共
有

さ

れ

て
き
た
宗

教

上

の
知

識

で
あ

り
理
念

で
あ

っ
た
。

し

か
し

「
か

の
」

に
は
今
少

し
通

俗
的

と

も

い

え
る

口
吻

が
添

っ
て

い
る

よ
う

に
感

じ
ら

れ
る
。

す

ぐ
さ

ま
親
鸞

「正

像

末

浄
土

和
讚

」

(頭

に
康
元

二
年

11
正

嘉
元
年

(
一
二
五
七

)
の
年

紀

が
あ

る
)

の

一
首

目
、

弥

陀

の
本

願
信
ず

べ
し

本

願
信

ず

る

ひ
と
は

み
な

摂
取

不
捨

の

利

益

に

て

無
上

覚

を
ば

さ
と

る
な

り

な
ど
を

想
起

さ

せ
ら

れ
る

し
、
同

じ

く
親
鸞

「浄

土
和

讚
」

の
最

初

「
讚

阿

弥
陀

佛
偈

和
讚

」

の
冒
頭

二
首

を
含

む

四
十

八
首

な
ど

に
も
連

想

は
及

ぶ
。

も
ち

ろ
ん
当

面

の
序

の
文
面

が
直

接
親

鸞

の
和
讚

と
繋

が

り
、

そ

の

影

響
下

に
あ

る

と
強
弁

す

る

こ
と
は

で
き

な

い
が
、

四
十

八
首

を

一
揃

い

の
も

の
と

し

て
四
十

八
願

に
擬
定

し

よ
う

と
す

る
指
向

と
、

四
十

八
願

の

理
念
が
ー

た
丶と
え
ば
浄
土
真
宗
に
お
け
る
和
讚
な
ど
を
と
お
し
て
よ
り

明
快
か
つ
直
接
的
に
、
そ
し
て
感
性
を
も
巻
き
込
ん
で
ー

大
衆
的
に
浸

透

・
定

着

し

て
ゆ
く

と

こ
ろ

の
文

化
史

的
状

況

と
は

ど

の
よ
う

に

か
か
わ

っ
て

い
た

か
、

も
興
味

深

い
問

い
で
あ

る
。

四
十

八
願

と
和

歌
表

現

と

の
か
か

わ
り

を
溯

る
と
、
早
く

源
俊
頼

の
『
散

木

奇
歌

集
』

巻

六

・悲

嘆
部

釈
教

に

「
双
観

経
文

四
十

八
願

の
中

」

と
し

(11
)

て
並

ぶ
歌

々

(九

一
八
～
九

二
六
)
の
例

が

あ
り

、
定

家

の
同
時

代

に
は
、

家

隆

が
家

の
会

で
四
十

八
願

の
歌

を
勧

進

し
た

こ
と

が
次

の
歌

か
ら
知

ら

れ
る
。

わ

た
く

し

の
家

に
て
、

四
十

八
願

の
歌
人

人

に
勧
進

の
時

、
眷

属

長
寿

の
心

を

さ

ま
ざ

ま

に
か
は

る
す

が
た

を
し

た
が

へ
て
憑

む
光

は

き
ゆ

る
世
も

な

し

(壬

二
集

・
釈
教

部

・
三

一
八

八
)

久

保

田
淳

に
よ

れ
ば
、

こ

の
会

の
催

さ
れ

た

の
は
嘉
禄

元
年

(
一
二

二
五
)

八
月
、

月

・
無
常

の
題

を

も
添

え
る

三
首
会

(壬

二
集

で
は
右

に
続
く

三

一
八
九

・
三

一
九

〇
)

で
あ

っ
た
と
推

定

さ
れ
、

出
詠

者

と
し

て
他

に
如

　ね
　

・
願

・
光

経

・
公
経

・
知

家

・
為
家

・
隆

宗

ら
が
あ

る
。

森
本

元

子
は
俊

成

卿

女

の
、阿

弥

陀

四
十

八
願

の
歌

よ

み
侍

り

け
る

に
、
聞

名
見

仏

秋

か
ぜ

の
み

ね

の
し

ら
雲

は

ら
は
ず

は
在

明

の
そ

ら

に
月

を
見

ま
し

や

(続

後
撰

集

・
釈
教

・
六
〇

九
)

を

同

じ
折

の
詠

と
し
、

『
源

承
和
歌

口
伝

』
の

「
中

野
禅

尼

俊
成
卿
女

建

長

　ヨ

元

年

に
四
十

八
願

文
を

こ

と

に
よ

み
て
、
法

文
之

事
也

」
に

い
う

「
建
長

」

　ぬ
　

は
不
審

で
あ

り
、

む
し

ろ
嘉

禄

の
家
隆

の
家

の
会

の
詠

か

と
す

る
。

と
も

あ

れ

四
十

八
願

は
、
定

家
ら

に
と

っ
て
は
既

に
親

し

い

モ
チ

ー

フ

で
あ

っ

た
。
後

代
、

先
引

の
家

隆
.歌

の

「
憑

む
光
」

に

つ
い
て

コ
た

の
む
光

は
仏

の
威
神

力

の
慧

日

の
光

な

り
L

と

の
釈

義
が

な

さ
れ
、

同
じ

く
俊
成

卿

女

の
詠

に

つ
い

て

「
秋
風

は
聞

名

の
心
也

。
有

明

の
月

は
見
仏

也
」

な
ど

と

　お
　

註

さ
れ

も

し

て

い
る

よ
う

に
、

こ

れ
ら

の
詠

は

い
ず

れ
も

四

十

八

願

の

一39一



「心

」
や

「法

文
」
を
踏

ま
え

る
も

の

で
あ

り
、

そ

の
表

現
は
右

の
俊

成
卿

女

の
例

の
ご

と
く
宗

教
的

な
暗

喩

に
近

い
も

の

で
す
ら
あ

っ
た

。

さ

て
以

上

の
よ
う

な
表

現
状

況

に
照
ら

し

て
眺

め
る

と
き
、
本

自

歌
合

の
作

品

は
ど

の
よ
う

な
質

と
水

準

の
も
と

に
あ

る

の
か
が
読

解

上

の
眼
目

と
な

る
は
ず

で
あ

る
。

の
ち

の
作

業

を
少

し
先
取

り

し

て
言

え
ば

、

こ

こ

に
あ

る
歌

々
は

四
十

八
願

の

「心

」
や

「
法

文
」

を
暗

喩
化

し

て
、

一
種

形

而
上

的
な

作
品

世
界

を
構
築

す

る
と

こ

ろ

に
達

し

て

い
る
の

で
は
必
ず

し

も
な

い
よ

う

に
見
え

る
。

ま
た

形
式

上
、
弥

陀

に
よ

る
救
済

を
求

め

る

と

い
う
主

題

が
全
体

を
覆

う
枠

組

と
し

て
目
指

さ

れ

て

い
る

に
し

て
も
、

浄
土

門

に
お

い
て
問
答

・
註
釈

・
講

釈

な
ど
を

通

じ

て
展

開

さ
れ

て
き

た

四
十
八
願
を
め
ぐ
る
構
成
論

・
段
階
論
ー

四
十
八
願
の
概
念
や
理
念
を

め
ぐ
る
思
弁
と
実
践
の
厖
大
な
集
積
1

に
直
接
相
い
渉
る
か
た
ち
で
四

十

八
番
と

の
厳
密

な
対

応

や
比
定

が
徹

底

し

て
試

み
ら
れ

て

い
る
よ
う

に

も
見

え
な

い
。

し

か
し
述

べ
た

よ
う

な
四
十

八
願

を
主

題

と
す

る
表
現

の

展

開
史

と
認

識

の
展
開

史

が
本
自

歌
合

の
背

景

に
あ

る
こ

と
は
言

う
ま

で

も

な

い
。

そ
う

し
た
背

景
を
視

野

に
収

め

て
、
序

の
云

う

「
か

の
弥

陀

の

本

願

に
な
す

ら

へ
て
」

の
、

「
か

の
」
の
含

む
感

覚

と

「
な
す

ら

へ
」
る

と

い
う

思
惟

の
働

き

を
歌

々
と
結

び
合

わ

せ
な

が
ら
、

私

た
ち

は
読

み
を
進

め

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
で
あ

ろ
う
。

も

う

一
歩
進

ん

で
言

え
ば

、

「
な

す
ら

へ
」
る
こ

と
を
説

く
序

の
目

的

は

ま

さ
し
く

阿
弥

陀

四
十

八
願

で
あ

る

に
違

い
な

い
け

れ
ど

も
、

同
時

に
編

者

の
関
心

は
、

む
し

ろ

「
四
十

八
」

と

い
う
数

そ

の
も

の
に
強

く
向

け
ら

れ

て

い
た

の

で
は
な

か

ろ
う

か
。

こ
こ

に
は
和
歌

に
お
け

る

「
数

量
」

や

「
名
数

」
1

和

歌

の
み

に
止
ま

ら
ず

、
広

く
諸

々

の
道

々
の
技
芸

に

つ
い

　あ
　

て

コ
四
十

八
L

は
語

ら
れ

る
ー

の
問
題

が
深

く
結
び

つ
い
て

い
る

と
考

え
ら

れ
る
。

子

孫

の
た

め

に
し
て
是

を

し
る
す

、
外

人

の
た
め

に

こ
れ
な

と
し

る
さ
す

他

本

は

「
外
人

の
た

め

に
し

て
」
。

「
た
め

に
し

て
」

や
上

に
も

見
え

る

「な

と
」
は

こ

の
序

の
作
者

の
言

い
癖

か
。
後
半

、
書

陵

部
本

の
み
は

「外

人

の
た

め

に
し

て
是

し

る
す
」
と
あ

る
が
論

理

に
矛

盾
を

来
た

し

て
お
り
、

誤
脱

か
。

「
外

人
」
は
或

る
共
同

の
場

に
な

じ

ま
な

い
他
者

・
異

人
や

異
物
。

「
無
催

外

人
之
輩

」

(『
明
月

記
』
元
久

元
年

(
一
二
〇

四
)
二
月

二
十

三
日

条

)
、

「
歌

の
半

を
外

人
が
領

し

て
下
句

に
題

の
ち
り
ば

か
り
ま

じ
り
候

が

心
得
ず

候
也

」

(『
長
綱

百
首

』
定

家
評

)

な
ど

の
、
定

家

の
語
彙

の
領

分

一

内

に
あ
る
語

。

こ

こ
は
前
者

の
例

。
重

要

な

の
は
、
本

書

の
執
筆

の
対

象

40

そ
し

て
本
書

を
享

受
す

べ
き
対
象

が
指

定

・
限
定

さ

れ

て
い
る

こ
と

で
あ

一

る
。

「
子
孫

の
た

め

に
し

て
」

と

は
定
家

に
ま

つ
わ
る
偽

書

・仮

託

の
書

の

・

語
彙

で
も
あ

り
、

『桐

火

桶
』
の
末

に

「
子
孫

を
思

ふ
故

に
、
片

は

し
つ

つ

書

き
付

く
る
。
努

々
見

す
る
事

あ

る

べ
か
ら
ず

」

と
あ

る

(
た
だ
し

「
子

孫
」
云

々

の
語

を
欠

く
系
統

も
)
。
本

書
も

ま

た
、
個

人
性

の
原

理

の
片

一

方

に
あ

る
、
家

・
系
譜

の
内

で

の
継

承
、
専

門
技

芸

の
確

認
と
秘

匿

な
ど

が
し
ば

し
ば

強

調
さ

れ

る
中

世

の
テ
キ

ス
ト

の
性

格

を
よ

く
体
現

し

た
も

の

に
他

な

ら
な

い
。

な

か
き
世

の
か

た
み

に
用

ひ
て

反
古

に
し

よ
す

る
事
な

か

れ

家

.
系
譜

の
内

で
、

無
窮

の
後

代

に
ま

で
伝
え

る

べ
き
遺
産

と

し

て
扱

い
、
紙

反
故

に
は
す

る
な

と
告
げ

ら

れ
て

い
る
。
本

自

歌
合

は
歴
史

を
超



越

す
る
ほ

ど

の
価
値

を
持

つ
テ
キ

ス
ト

で
あ

る
と

い
う
自
負

に
支
え

ら
れ

た
発

言
だ

と
も

言

え
る
。

さ
ら

に
言

え
ば

、
筆
者

と
読

者

と

の
間

で
、

本

書

こ
そ
永

く

伝

え

る

べ
き
価

値

あ

る

テ

キ

ス

ト
だ

と
す

る

共
同

の
想

像

力
、

す
な

わ

ち
テ

キ

ス
ト
幻
想

と
も

呼

ぶ

べ
き
意

識

の
形
成

さ

れ

る

一
面

を
窺

う

こ
と
が

で

き
る
だ

ろ
う
。

「
処

す

る
」
の

「処

」
の
漢

字
音

を
仮

名

で
表
記

す

る

の
も
注
意

さ

れ

る
。

一
体

こ
の
序

は
誰

に
宛

て

て
書

か
れ
、

か

つ
語

ら

れ

て

い
る
か
を

改
め

て
問
う

べ
き

で
あ

ろ
う

。

と
云
事

し

か
り

先
述

し

た
よ

う

に
末

尾

は

い
か

に
も
序
文

に
ふ
さ

わ
し

い
語
句

で
結

ば

れ
る
。

編
者

の
認

識

の
中

で
は
、

以
下

に
据

え

ら
れ

て

い
る
歌
合

は
序

の

趣

旨

に
即
応

し

た
も

の

で
あ

り
、

両
者

連
携

し

て

一
つ
の
書

を
形

作

っ
て

い
る

こ
と
が

自

明
な

こ
と

と
し

て
捉

え
ら

れ
て

い
た

と
考
え

ら

れ
る
。

4

媒
介
を
藉
り
て

「定
家
名
号
七
十
首
」

と
読
み
合
わ
せ
る

さ
て
こ
の
序
文
は
後
代
に
付
加

・
増
補
さ
れ
た
の
で
は
な
く
成
立
当
初

か
ら
存
し
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
と
す
れ
ば
ー

断

っ
た
と
お
り
本

稿
で
は
そ
の
判
断
に
従
う
ー

、
序
文
に
語
ら
れ
て
い
る
編
者
の
意
図
は

後
続

の
歌
合

と
、
結

番

、
歌
題

、
個

々
の
歌
表

現

に

お

い
て
ど

の
よ
う

に

結
び

つ
い
て

い
る
か
、

そ

の
テ
キ

ス
ト

の
内

に
擬

(偽
)

託
性

が

ど

の
よ

う

に
真

正
性

と

せ
め
ぎ
合

い
な
が

ら
現
前

し

て

い
る

か
を
私

た
ち

は
子
細

に
読

み
取

ら

な
け

れ
ば

な

る
ま

い
。

そ
う

し

た
真
正

性

と

「
せ
め
ぎ

合
」

う
擬

(偽

)
託

性

の
様
相

と

そ

の
意

味

を
考

え
る

た
め

に
、

ひ
と

つ
の
媒

介
を
藉
り
よ
う
。
こ
こ
で
以
上
の
序
と
並
べ
て
読
む
に
ふ
さ
わ
し
い
、
先

引
の

「定
家
名
号
七
十
首
」
冒
頭
の
序
的
文
辞
を

右
で
私
註
を
施
し

な
が
ら
辿

っ
た
序
を
大
づ
か
み
に
す
る
た
め
に
も
ー

参
照
し
て
み
た

い
。「定

家
名
号
七
十
首
」
は
、
な
も
あ
み
た
ふ
つ

(南
無
阿
弥
陀
仏
)
の
名

号
七
字
を
歌
頭
に
置
い
て
十
の
題
ご
と
に
詠
じ
た
計
七
十
首
の
一
連
の
作

　ぜ

品
で
あ
る
。
成
立
は
定
家
の
出
家
し
た
天
福
元
年
以
後
、
久
保
田
淳
に
よ

れ
ば
嘉
禎
三
年

(
一
二
三
七
)
七
十
六
歳
の
作
で
、
「定
家
最
晩
年
の
心
境

　　

を
窺
わ
せ
る
」も
の
で
あ
る
。
老
い
の
情
況
、
念
仏
に
事
よ
せ
る
と
こ
ろ
、

名
数
へ
の
関
心
な
ど
の
要
素
は
本
自
歌
合
の
場
合
に
比
し
て
み
る
に
値
す

る
。
そ
の
七
十
首
詠
に
先
立
っ
て
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
序
が
あ
る
。
『新
編

国
歌
大
観
』
巻
十
に
収
録
さ
れ
た
校
訂
本
文
に
よ

っ
て
掲
げ
て
み
よ
う
。

予
、
老
与
耄
逃
名
於
桑
門
之
蘿
襟
、
疾
已
病
争
命
於
槿
籬
之
栄
落
、

詞
華
萎
枯
不
残
薫
矣
、
言
葉
零
尽
寧
弁
色
哉
、
只
思
往
生
九
品
之

一

事
、
強
詠
名
号
七
字
之
十
首
、
非
耽
好
道
之
興
、
為
結
浄
刹
之
縁
也

隠
士
桑
門
明
静

と
も
に

「予
」
で
始
ま
る
双
方
の
序
は
、・老

い
に
臨
ん
で
、
深
く
往
生

を
願
い
、
弥
陀

へ
の
結
縁
を
志
し
て
歌
々
に
相

い
渉
る
、
と
い
う
認
識
に

お
い
て
互
い
に
似
る
。
し
か
し
現
在
時
点
で
新
た
に
作
品
を
詠
出
し
よ
う

と
す
る

「七
十
首
」
に
対
し
て
、
過
去
の
詠
作
を
編
集

・
再
構
成
し
よ
う

と
す
る

「自
歌
合
」
は
大
き
な
違
い
を
含
ん
で
い
る
。
構
成
の
み
で
な
く

　　
　

序
の
中
の
論
理
・
叙
述

・表
現
の
あ
や
に
お
い
て
差
異
は
際
立
っ
て
い
る
。

名
号
七
十
首
の
方
の
序
は
真
名
文
体
の
持

つ
詩
的
精
彩
に
満
ち
て
お

一41一



り

、
偶
合

で
あ

ろ
う

か
歌
数

と

一
致

す

る
全

七
十
字

の
頭

の

「
予

」
と
末

尾

の

「也

」

の

二
字

を
別

に
す
れ
ば

、
中

に
は
十

一
字

・
八
字

・
九

字

・

六
字

の
対

句

が
並

ん

で
、

ひ
き
し

ま

っ
た
修
辞

の
冴
え

と
緊
張

感
を

生

み

出

し

て
い
る
。
添
え

ら
れ

た
出
家

後

の
定
家

の
署
名

に
も

、
深

い
思
想

性

・

精
神
性

あ

る

い
は
文
体

意

識
が

の
ぞ

い
て

い
よ

う
。
老

病

に
さ

ら

さ
れ

る

身

心
、

「
詞

華
」

「
言
葉

」

に
相

い
渉

る
行
為

、
行

く
末

に
対

す

る
意
志

に

つ
い
て

の
き
わ

め

て
主

体
的

な
自

覚

が
沈

ん
だ
憂

愁
を

湛

え
な

が
ら
語

ら

れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

一
方

の

「
自
歌

合
」

の
序

に
お

い
て
は
、

こ
う

し

た
雰

囲
気

は
影
を

潜

め
て

い
る
。
す
な

わ
ち
真

正
-
定

家

の
筆

の
跡

に
横

浴

し

て

い
る
も

の
が

、
あ

た

か
も
殺

が
れ

る
よ

う

に
頽

落

し
、
欠

如

し

て

い

る
よ
う

に
見

え

る
。

し
か

し
、

そ
れ

を
頽
落

の
姿

や
欠

如
態

と

し

て
否

定
的

に
の

み
捉

え

る

の
で
は
な

く
、

「
予

」
「
と
云
事

し

か
り
」

の
ご

と
く

首
尾

を
合

わ

せ
、
真

名

仮

名
混

淆

の
文
体

を
通

じ

て
書

か
れ
た

も

の

の
内

に
、

む
し

ろ
新

た

に

生

起

し

て

い
る
も

の
が
あ

る
と

す
れ
ば

、

そ
れ

は
何

で
あ

り
、
何

に
よ

っ

て
支

え
ら

れ

て

い
る
の

か
と

い
う

観
点

を
、

序

か
ら
後

の
各

番

に
及

ぼ
し

て
検
討

す

る

の
が

我

々

の
次

の
課

題

で
あ

る
。

5

付
言

以
後
の
課
題
の
た
め
に

本
書
の
基
礎
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
は
早
く

『群
書
解
題
』
第
八

(
一

九
六

一
続
群
書
類
従
完
成
会
)
の
本
書
の
項
目

(稿
者
、
樋
口
芳
麻
呂
)

に
お
い
て
簡
明
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
序
の
定
家
の
も
の
と

し
て
は
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
表
現
の
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
、
四
十
八
首
の

信
憑

性

を
保
証

す

る
よ
う

な
歌

集
等

の
資

料

を
他

に
見
出

せ
な

い
こ
と
、

自

撰

性

に

つ
い
て

の
疑

い
、
撰

者

の
問
題

、
成

立
時

期
、
伝

本

の
流
伝

、

題

・
部
類

・
判

(判

を
欠

く

こ
と
)
、

作
風

、

「定

家

の
歌

に
似

せ
よ
う

と

　　
　

し
て
」
い
る
作
為
の
問
題
等
々
。
同
解
題
の
指
摘
を
展
開
し
て
、
本
稿
に

も
引
い
た
小
林

一
彦
は
、
所
載
歌
の
う
ち

『無
名
抄
』
と
の
関
連
の
問
わ

れ
る
例
を
取
り
上
げ
て
本
書
の
真
偽
の
問
題
を
論
じ
る
と
と
も
に
、
併
せ

て
竹
清
文
庫
本
を
紹
介
し
て
問
題
を
煮
つ
め
て
い
る
。
従
来
指
摘
さ
れ
て

い
る
そ
れ
ら
の
諸
問
題
に
留
意
し
な
が
ら
も
、
小
稿
で
は
こ
の
の
ち
歌
々

を
読
解
、
吟
味
し
直
し
て
ゆ
く
た
め
の
予
備
的
な
検
討
を
試
み
た
。

《
註
》

(1
)

冷
泉
為
久
編
「拾
遺
愚
草
員
外
之
外
」
に
基
づ
い
て
編
成
し
た
冷
泉
為
臣
編
『藤

原
定
家
全
歌
集
』
(
一
九
四
〇

復
刻
版

一
九
七
四
国
書
刊
行
会
)
以
来
の
分
類
概

念
。

(
2
)

川
平
ひ
と
し
「藤
原
定
家
の
偽
書
群
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
『中
世
の
和
歌
』
和

歌
文
学
講
座

7

(
一
九
九
四

勉
誠
社
)
所
収
、
同

「
『桐
火
桶
抄
』

の
位
置
ー

定
家
享

受
史

の

一
区
分

に

つ
い
て
ー

」

(『中
世
文
学
』
40

一
九
九
五
・
六
)
で

視

野
や
概

念
に

つ
い
て
略
記

し
た
。

(3
)

題
簽

に
見
え
る
冊
数
表
示

は
「
三
十

二
」。

「定
家
物
語
」

(京
極
中
納
言
相
語
)

等

と
合
写

。
奥
に

「右

一
巻
以
古
写
本
書
写

畢
、
于
時
天
保
壬
辰

四
月
朔
日

源

正
路
」
と
あ

る
。
天
保

三
年

(
一
八
三
二
)

の
編
者

(新
見
正
路
)
奥
書
本

に
基

づ
く
写
本

で
あ
る
。
た
だ
し
当
冊

に
は
本
書

の
直
前

に
錯
簡
あ
り
。

(4
)

極
札

に

「照
高
院

殿
道
晃
親
王
」
と
あ

る
。
書
陵
部

の
閲
覧

力
i
ド

に

「無
奥

書
本

類
従

本
と
小
異

あ
る
も
歌

の
異
同
等

全
く
な

し

巻
首
朝
倉

茂
入

の
極

札

一
枚

貼
付
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
し
類
従
本

と
僅
か
な
が
ら
異
同
あ

り
。

(5
)

同
筆

の

「
廿
四
番
自
謌
合

一
校
畢
」
と
書

か
れ
た
小
紙
片
が
挟

み
込

ま
れ
て

い
る
。
例

の

「尚
舎
源
忠
房

・
文
庫
」

の
印
を
持

つ
本
。
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(6
)

小
林

一
彦

「定
家

と
長
明
1

『定
家
卿
自
歌
合
』
の
真
偽

に
及
ぶ
」

(『藝
文

研
究
』

69

一
九
九
五
・
一
二
)
」に
紹
介

。
同
論
文

に
つ
い
て
は
後
述
。

(7
)

「記
録
切

(土
御
門
内
裏
儀
)
定
家
自
筆

一
幅

」
と
し
て
呉

文
炳

『定
家
遺
芳
』

(
一
九
六
七

理
想
社
)
に
掲
出
。
御
齋
会
内
論
義

に
か
か
わ
る

か
。

『明
月
記
』
嘉

禎
元
年

(
一
二
三
五
)
正
月
十
五
日

・十

八
日
条
等

に
見
え

る
先
例

や
説
に

つ
い
て

の
定
家

の
関
心
を
参
照
。

(8
)

た
だ

し
序

跋
を
切
り
出
し
、

一
面

で
は
美

文
に
対
す
る
関
心

か
ら

「
選
集

の
序

を

は
じ

め
諸

鈔
の
序

跋
、
家

々
の
集

の
う
ち
人
に
を
く
れ

る
文

に
い
た
る
ま
で
、

信
田

の
も
り
の
千
枝

の
数

お
ほ
く
色

ふ
か
き
こ
と
の
葉
」

(『扶
桑
拾
葉
集
』
幸
仁

親
王
元
禄

二
年
序

)
を
拾

い
集

め
る
と
い
う
、
こ

の
種

の
書

の
立
場

と
重

な
る
も

の
。
そ
れ
ら
と
同
じ
目

で
見

る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
後
続

の
歌

々
.と
と
も
に

定
家

の
思
惟

と
の
か
か
わ
り

で
読
ま
れ

る
べ
き
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な

い
。

(9
)

「な

お

『三
代
集
之
間
事
』
の
後
撰

集

の
註

に
あ

る

「少
年

之
昔
」
云
々
は
俊
成

の
回
想
を
録

し
た
も
の
で
あ
る
。

(10
)

小
林

一
彦

(6
)参

照
。

(11
)

「
双
観

経
」
は

マ
マ
。
定
家

の
安
貞

二
年

(
一
二
二
八
)
八
月

の
書
写
奥
書

の
あ

る
冷
泉
家
蔵
本

に
は
、
こ
れ
ら

一
連

を
含

む
部
分
は
欠
け

て
い
る
。
財
団
法
人
冷

泉
家
時
雨
亭
文
庫
編

『散
木

奇
歌
集
』
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書

24

(
一
九
九
三

朝

日

新
聞
社
)、
参
照
。

(12
)

久
保
田
淳

『藤
原
家
隆
集
と
そ

の
研
究
』
(
一
九
六
八

三
弥
井
書
店
)
「藤
原
家

隆
詠
歌
年
次
考
」
の

「嘉

禄
年
間
」
を
参
照
。
拾
玉
集

四
所
載
、
慈
円

の
四

一
九

六
～
四

二
九
九
も

こ
の
折

に
か
か
わ
る
か
。

(13
)

「
こ
と
に
よ
み
て
」
は

『井

蛙
抄

』
第

三
所
引

の

「歌

に
よ

み
て
」
の
方
が
よ

い

か
。

(14
)

森
本
元
子

『俊
成
卿
女

の
研
究

』

(
一
九

七
六

桜
楓
社
)

一
一
〇

頁
参
照
。

(15
)

塚
田
晃
信
編

『類
題
法
文
和
歌
集
注
解

』
三

古
典
文
庫

四
七
九

(
一
九

八
六

古

典
文
庫

)

に
よ
る
。

〈16
)

ち
な
み

に
以
下

の
よ
う
な
種

々
の
モ
ノ

・
コ
ト

に
お
け
る

「
四
十

八
」
に
関
す

る
釈
義

・
詮
索

の
書

が
あ

る
。

四
十
八
音

・
四
十

八
箇

条

・
四
十

八
膜

・
四
十
八

問

・
四
十
八
棚

・
四
十

八
組

・
四
十

八
癖

・
四
十
八
手
な

ど
、
仏
教

の
四
十
八
軽

戒
、
こ
と
に
念
仏

に
か
か
わ
る
四
十
八
夜
、
そ

し

て
当
面

の
書

で
問
題

と
な
る
阿

・

弥
陀

四
十

八
願
に
か
か
わ
る

テ
キ
ス
ト
群

が
あ
る
。
和

歌
の
領
域
で
は
、
名

所

の

四
十

八
箇
所

、
歌
人

の
四
十

八
人
《
四
十

八
番

の
歌
合

に
か
か
わ
る
も

の
な
ど
。

一
般

に
名
数

に
寄

せ
る
関
心
は
、
「
夫
ノ
本
邦

ノ
典
故
人
物
事
跡

ノ
名
数

ノ
若

キ

モ
亦
学
者

ノ
識

ラ
ズ

ン
バ
ア

ル
ベ
カ

ラ
ザ

ル
所

ノ
者

ナ
リ
」

(『和
漢
名
数
』
元
禄

二
年

(
一
六
八
九
)
序
。
訓
読
)
の
よ
う

に
形
式
的
な
知
識

へ
と
向

か
う
が
、

そ

の
知
識

の
背
後

に
は
名
数

を
軸

と
す
る
観
念

の

コ
ス
モ

ロ
、ジ
ー
が
結

び

つ
い
て

い
る
。
本
書

の

「
四
十
八
」
も
そ
う

し
た
問
題

圏

の
内

に
あ
る
。
な

お

「数
量
和

歌
」
「名

数
和
歌
」

に
つ
い
て
も
考

え
る
べ
き
こ
と
が
多

い
。

(17
)

当
七
十
首

は
、
近
時

テ
キ
ス
ト
の
実

体
が

一
段
と
明
ら

か
に
な

っ
て

い
る
。
述

べ
た
よ
う
な
定
家

の
詠

作
史
上
の
位
置

の
重
要
性

と
あ

い
ま

っ
て
、
さ
ら

に
読

み

込
ま
れ

る
べ
き
対
象

で
あ
る
。
『新
編

国
歌
大
観

』
巻
十

(う
ち
定
数
歌
編

11
に
収

録

一
九

九
二

角
川
書
店

)
の
解

題

(赤

瀬
信
吾

・岩
坪
健
)
な
ら
び

に
本
文
、
久

保
田
淳

『中
世
和
歌
史

の
研
究
』

(
一
九
九

三

明
治
書
院
)
各

論

・藤
原
定
家

の

う
ち

「藤
原
定
家
年
譜
考
証
」
、
財
団
法
人
冷
泉
家
時

雨
亭
文
庫
編

『拾
遺
愚
草
下

拾
遺

愚
草
員
外

俊
成
定
家
詠
草

古

筆
断
簡
』
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書

9

(
一
九
九

五

朝

日
新
聞
社

)
解
題

(久
保

田
淳
)

「京
極
黄
門
名
号

御
詠
七
十
首
」
の
項
を

参

照
。
な
お
当
資
料

の
書
名

は
、
冷

泉
為
久
編

「拾
遺
愚
草
員
外
拾
遺
」
所
収

に

よ
る
か
と
さ
れ
る

『藤

原
定

家
全
歌
集
』
に
い
う

「名
号
七
字
十
題
和

歌
」
が
用

い
ら
れ
て
き
た
が
、
時
雨
亭
叢

書
に
影
印
化
さ
れ
た
冷
泉
為
満
書
写

本

の
題
簽

に

基
づ
く

「京
極
黄

門
名
号
御
詠
七
十
首
」
の
、
冷
泉
家

の
蔵
本

と
し
て

の
名
も
あ

る
。
こ

こ
で
は
為
満
書
写
本

を
底

本
と
す
る
新
編
国
歌
大
観

が
設
定

し
た
呼
称

に

従

つ
て
お
く
。

(18
)

久
保

田
淳

(17
)

『中
世
和
歌
史

の
研
究

』
参

照
。

(19
)

享

受
の
様
に
お

い
て
も
対
照
的
だ
と
言

っ
て
よ

い
。
続
古
今
集

を
は
じ
め
と
す

る
諸
歌
集

に
撰
入
歌
が
見
え

(新
編
国
歌
大
観

の
解
題
参

照
)、
定
家
自

筆
の
証
本

に
基
づ

き
為
満

・
為
久

ら
の
冷
泉
家

の
系
譜

に
お
い
て
書

写

・
継
承

さ
れ
て
き
た

と
こ
ろ
の
七
十
首
に
対
し

て
、
本
自
歌
合
は
諸
資
料

と
の
対
応
が
希
薄

で
、
為
家

自
筆
本

に
溯
る
と
さ
れ
る
も

の
の
流
伝

に
も
下

記
の
ご
と
く
や
や
確
証

を
欠
く
。

(20
)

な

お
検

討
の
基
礎
と
な

る
本
文

に
・つ
い
て
も
、
さ
ら

に
探
査
を
必
要

と
し
て

い

る
よ
う

に
見
え
る
。
よ
り
よ
き
伝
本
は
更

に
求
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

際
、
問
題
と
な

る
こ
と
の

「
つ
は
流
伝

の
問
題

で
あ

る
。
本
書

の
享
受

を
め
ぐ
り
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注
意

さ
れ
る

の
は
、
類
従
本

に
見

え
る
奥

書
、

為
家
卿
自

筆
之
以
本
書
写
畢

文
亀

二
年

臘
月
念

二
日

.

玄
国

在
判

で
あ

る
。
樋

口
芳
麻

呂
は
、
為
家
自
筆

と
い
う
本

の
存
在
は

「信
憑

で
き
る
か
ど

う

か
疑

わ
し
い
」
と
云

い
、
文
亀

二
年

(
一
五
〇

二
)
の
書
写
奥
書

に

つ
い
て
は

』

応

信
用
し

て
も
よ

か
ろ
う
」
と
し

て
い
る
。
そ
れ
に
従

っ
て
、寛

永

二
十
年

(11

元
和
元
年

一
六

一
五
)

の
竹
清
文
庫
本

に
見
え
る
書
写
奥
書

に
先
行

す
る
文
亀

の
奥
書
を
信
ず

る
と
し
て
も
、
「為
家
卿
自
筆
」
(そ
の
旨

の
本
奥
書
が
在

っ
た
の

で
も
な

い
よ
う
だ
)
と

い
う
玄
国

の
認
定

は
正
当

で
あ

っ
た

の
か
、
そ
も
そ
も
為

家
筆

本
は
実
在
し
た

の
か
否
か
は
、
た
し
か
に
疑
う

こ
と
が

で
き
、
た
ち
ま

ち
私

た
ち
は
、
為
家

そ
し
て
遡

っ
て
は
定
家

の
関
与

し
た
、
あ
る

い
は
関
与
し
た
は
ず

の
テ
キ

ス
ト

に
ま

つ
わ
る

〈
テ
キ

ス
ト
幻
想
〉
さ
ら

に
は

く
テ
キ
ス
ト
伝

説
V
の

闇

の
中

に
紛
れ
こ
ん

で
し

ま
う
。
定
家

の
テ
キ

ス
ト
の
問
題

は
、
為
家
筆
本
、
為

家
相
伝

本
あ
る

い
は
為
家
以
後

の
伝
来

の
由
緒
を
持

つ
本
、
な
ど
の
諸
デ
キ

ス
ト

の
問
題

と
も
じ
か

に
接
し

て
い
る
。
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