
謡
曲
『
忠
度
』
に
お
け
る
「
文
」・「
武
」・「
名
」
に
つ
い
て

長
　
野
　
邦
　
彦

は
じ
め
に

本
稿
は
、
世
阿
弥
作
と
さ
れ
る
謡
曲
『
忠
度
』
に
つ
い
て
、「
文
」・「
武
」・「
名
」
の
内
実
と
相
互
関
係
に
注
目
し
つ
つ
考
察
す

る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
本
曲
は
「
文
」
の
側
面
こ
そ
が
中
心
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
、
逆
に
「
武
」
と
「
名
」
に
つ
い

て
は
二
次
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
シ
テ
忠
度
に
と
っ
て
「
武
」
は
「
文
」

と
並
ぶ
中
核
的
な
契
機
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
両
者
は
相
互
に
支
え
合
う
関
係
に
あ
る
。
そ
し
て
、「
文
武
二
道
」
の
自
己
を
指
し

示
す
「
名
」
は
、
一
般
的
な
名
前
と
は
異
な
る
独
特
な
位
相
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
武
」
と
「
名
」
の
側
面

を
補
完
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
自
明
と
さ
れ
て
き
た
「
文
」
の
内
実
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、『
忠
度
』
全
体
の
理
解
の
み
な
ら
ず
、
世
阿
弥
の
世
界
観
に
つ
い
て
も
理
解
を
深
め
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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一　

問
題
の
所
在
―
―
「
武
」
の
位
置
づ
け

ま
ず
は
本
稿
で
の
検
討
に
必
要
な
範
囲
で
『
忠
度
』
の
内
容
を
瞥
見
し
、「
武
」
の
位
置
づ
け
が
解
釈
上
の
問
題
点
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い1

。

ワ
キ
は
か
つ
て
藤
原
俊
成
に
仕
え
て
い
た
が
、
主
人
の
死
後
、
出
家
し
た
僧
で
あ
る
。
彼
は
西
国
行
脚
の
旅
の
途
中
、
須
磨
の
浦

で
山
か
ら
薪
を
運
ぶ
老
人
に
出
会
う
。
僧
が
老
人
に
、
あ
な
た
は
こ
の
地
の
「
山
賤
」
か
と
尋
ね
る
と
、
老
人
は
「
さ
ん
候
こ
の
浦

の
海
人
に
て
候
」
と
答
え
、
自
分
が
海
人
で
も
あ
り
山
人
で
も
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
山
風
と
浦
風
に
さ
ら
さ
れ
つ
つ
咲
く
「
若
木

の
桜
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
そ
の
後
、
思
い
の
ほ
か
早
く
日
が
暮
れ
た
た
め
に
一
夜
の
宿
を
求
め
る
僧
に
対
し
、
老
人
は
「
若
木

の
桜
」
を
「
花
の
宿
」
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
こ
の
木
の
下
に
は
「
行
き
暮
れ
て
木
の
下
蔭
を
宿
と
せ
ば
、
花
や
今
宵
の
主
な
ら

ま
し
」
と
詠
ん
だ
者
が
眠
っ
て
い
る
と
告
げ
、
僧
に
弔
う
こ
と
を
勧
め
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
僧
は
、
こ
の
花
が
か
つ
て
俊
成
の
「
和

歌
の
友
」
で
あ
っ
た
平
忠
度
の
墓
標
で
あ
る
と
気
づ
き
、
感
慨
深
げ
に
弔
う
。
そ
の
声
を
聞
い
た
老
人
は
喜
び
、
実
は
あ
な
た
に
弔

わ
れ
よ
う
と
し
て
や
っ
て
来
た
と
述
べ
、
都
へ
伝
え
た
い
こ
と
が
あ
る
と
言
っ
て
花
の
蔭
に
姿
を
消
す
。

そ
の
夜
、
桜
の
下
で
眠
る
僧
の
夢
に
、
一
人
の
武
将
の
亡
霊
が
現
れ
る
。
彼
は
、
自
ら
の
歌
が
『
千
載
集
』
に
入
集
し
つ
つ
も
、

朝
敵
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
「
読
人
知
ら
ず
と
書
か
れ
し
事
、妄
執
の
中
の
第
一
な
り
」
で
あ
る
と
告
げ
、『
千
載
集
』
の
撰
者
で
あ
っ

た
俊
成
は
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
子
の
定
家
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
て
作
者
の
名
を
記
し
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
。
そ
し
て
、

和
歌
の
道
に
心
を
寄
せ
る
こ
と
は
「
人
倫
に
お
い
て
」
と
り
わ
け
優
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
忠
度
は
「
文
武
二
道
」
の
名
が
高
か
っ
た

と
述
べ
る
。
そ
の
後
、
寿
永
の
平
家
の
都
落
ち
に
際
し
て
、
忠
度
が
狐
川
か
ら
「
引
き
返
し
」
て
、
俊
成
に
「
歌
の
望
み
を
嘆
」
い

た
こ
と
や
、
一
の
谷
の
合
戦
に
敗
れ
、
一
門
と
と
も
に
舟
に
乗
っ
て
撤
退
し
よ
う
と
し
て
い
た
際
、
背
後
か
ら
岡
部
の
六
弥
太
の
名

乗
り
を
聞
い
て
「
こ
れ
こ
そ
望
む
と
こ
ろ
よ
と
思
ひ
、
駒
の
手
綱
を
引
つ
返
」
し
て
戦
い
、
六
弥
太
を
追
い
詰
め
つ
つ
も
そ
の
郎
党
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に
腕
を
切
り
落
と
さ
れ
、
最
後
は
西
に
向
か
っ
て
「
光
明
遍
照
十
方
世
界
、
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
と
唱
え
な
が
ら
討
ち
取
ら
れ
た

こ
と
を
物
語
る
。
こ
こ
か
ら
、
シ
テ
は
六
弥
太
の
立
場
に
な
っ
て
さ
ら
に
語
り
を
続
け
る
。
六
弥
太
が
死
骸
の
箙
を
見
る
と
短
冊
が

あ
り
、「
行
き
暮
れ
て
木
の
下
蔭
を
宿
と
せ
ば
、
花
や
今
宵
の
主
な
ら
ま
し　

忠
度
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
見
た
六
弥
太
は
、

「
さ
て
は
疑
ひ
嵐
の
音
に
、
聞
え
し
薩
摩
の
守
」
で
あ
っ
た
と
知
り
、「
い
た
は
し
」
く
思
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
シ
テ
の
物
語
は
終

わ
る
。
そ
し
て
、
忠
度
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
霊
は
、
僧
が
「
若
木
の
桜
」
の
蔭
に
立
ち
寄
っ
た
の
で
、
こ
の
物
語
を
す

る
た
め
に
日
を
早
く
暮
れ
さ
せ
て
引
き
留
め
た
の
で
あ
る
と
言
い
、「
今
は
疑
ひ
よ
も
あ
ら
じ
、
花
は
根
に
帰
る
な
り
、
わ
が
跡
弔

ひ
て
賜
び
給
へ
、
木
蔭
を
旅
の
宿
と
せ
ば
、
花
こ
そ
主
な
り
け
れ
」
と
告
げ
た
と
こ
ろ
で
一
曲
は
終
了
す
る
。

こ
の
曲
に
つ
い
て
、
多
く
の
先
行
研
究
で
は
、
シ
テ
忠
度
の
歌
人
性
と
武
人
性
と
の
〝
分
裂
〞
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば

窪
田
高
明
は
「
こ
の
二
つ
の
性
格
は
た
ま
た
ま
連
続
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
内
的
な
関
連
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
歌
道
の
恨
み
を
述
べ
な
が
ら
、そ
れ
が
敗
北
者
の
怒
り
に
移
行
し
て
い
く
経
過
は
、論
理
的
に
は
き
わ
め
て
不
整
合
で
あ
る
」

と
見
な
し
て
お
り2

、
ま
た
田
代
慶
一
郎
は
、
忠
度
が
己
の
出
身
を
「
和
歌
の
家
」
と
し
た
こ
と
は
武
門
の
家
柄
た
る
平
家
の
嫡
流

に
対
す
る
「
反
逆
的
思
想
」
で
あ
る
と
述
べ
、
忠
度
の
本
性
を
「
芸
術
家
」
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る3

。
こ
の
よ
う
な
分
裂
説
か

ら
見
れ
ば
、平
家
一
門
に
属
す
る
武
人
と
し
て
の
側
面
は
、忠
度
の
歌
人
と
し
て
の
あ
り
よ
う
を
否
定
的
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
曲
は
そ
の
よ
う
な
武
人
性
に
対
抗
し
て
忠
度
の
歌
人
性
が
貫
か
れ
る
ド
ラ
マ
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
分

裂
と
ま
で
は
言
わ
ず
と
も
、「
武
」
に
対
す
る
「
文
」
の
優
位
性
を
見
て
取
る
解
釈
も
少
な
く
な
い
。
玉
村
恭
は
後
場
の
大
半
を
占

め
る
忠
度
の
武
勇
に
つ
い
て
、「
し
か
し
そ
れ
も
、彼
の
「
武
将
と
し
て
の
側
面
」
を
そ
れ
と
し
て
描
き
出
す
も
の
で
は
な
」
く
、「
行

き
暮
れ
て
」
の
歌
こ
そ
が
人
々
を
感
じ
さ
せ
た
の
で
あ
り
、「「
文
武
二
道
」
と
は
言
い
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
彼
の
武
勇
は
も
っ
ぱ
ら

〈
心
の
花
〉
に
奉
仕
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る4

。
総
じ
て
、
忠
度
の
「
武
」
は
あ
ま
り
積
極
的
な
意
味
を
持
た

な
い
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
と
言
え
る5

。
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だ
が
、
謡
曲
本
文
に
即
す
る
限
り
、
忠
度
の
「
武
」
は
そ
の
「
文
」
と
同
一
水
準
に
あ
る
、
積
極
的
な
契
機
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
忠
度
が
こ
だ
わ
る
「
名
」
は
、
後
場
で
「
な
か
に
も
こ
の
忠
度
は
、
文
武
二

道
を
受
け
給
ひ
て
世
上
に
眼
高
し
」（
①
一
五
六
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
文
武
二
道
」
に
わ
た
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
前
場
で
は
、
前
シ
テ
の
「
海
人
」
で
も
あ
り
「
山
人
」
で
も
あ
る
あ
り
よ
う
が
、
明
ら
か
に
忠
度
の
「
文
武
二
道
」
と
対
応
し
て

い
よ
う
。
さ
ら
に
後
場
で
は
、
都
落
ち
の
直
後
に
「
狐
川
よ
り
引
き
返
し

0

0

0

0

、
俊
成
の
家
に
行
き
、
歌
の
望
み

0

0

を
歎
」（
①
一
五
六
頁
）

い
た
こ
と
と
、
一
の
谷
の
合
戦
に
敗
れ
て
退
却
す
る
途
中
、
岡
部
六
弥
太
忠
澄
の
名
乗
り
を
聞
い
て
「
こ
れ
こ
そ
望
む

0

0

と
こ
ろ
よ
と

思
ひ
、駒
の
手
綱
を
引
つ
返

0

0

0

」（
①
一
五
七
頁
）
し
て
死
地
に
突
入
し
た
こ
と
と
が
連
続
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
望
み
」「
引

き
返
す
」
と
い
う
表
現
上
の
重
な
り
が
、
後
シ
テ
に
お
け
る
「
文
武
二
道
」
の
同
質
性
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
加
え
て
、
第
四
節
で

論
じ
る
よ
う
に
、
忠
度
の
「
名
」
へ
の
異
様
な
ま
で
の
こ
だ
わ
り
は
、
歌
人
と
し
て
の
価
値
基
準
の
み
か
ら
で
は
十
分
に
説
明
で
き

ず
、
彼
が
同
時
に
「
名
」
を
惜
し
む
武
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
忠
度
に
お
け
る
「
文
」
と
「
武
」
の

間
に
は
、
実
の
と
こ
ろ
「
内
的
な
関
連
」
が
あ
る
こ
と
が
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
「
内
的
な
関
連
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
『
忠
度
』
に

お
け
る
「
武
」
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
曲
に
お
け
る
「
武
」
は
、
た
し
か
に
「
文
」
の
側
面

に
比
べ
て
読
み
取
り
づ
ら
い
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
同
じ
世
阿
弥
作
で
あ
り
、
か
つ
「
武
」
の
側
面
が
よ
り
強
調
さ
れ
た
修
羅
能
で

あ
る
『
八
島
』
を
検
討
し
、
考
察
の
補
助
線
と
し
て
お
き
た
い
。

二　
「
武
」
の
位
相
―
―
『
八
島
』
を
手
が
か
り
に

謡
曲
『
八
島
』
は
、
ワ
キ
僧
が
西
国
行
脚
の
途
上
で
八
島
の
浦
を
訪
れ
た
際
、
源
義
経
の
亡
霊
と
出
会
い
、
夢
の
中
で
そ
の
「
修
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羅
道
の
有
様
」（
①
一
四
二
頁
）
の
物
語
を
聞
く
と
い
う
曲
で
あ
る
。
そ
の
「
修
羅
道
の
有
様
」
と
し
て
後
場
で
物
語
ら
れ
る
の
は
、

か
つ
て
の
八
島
の
戦
い
で
弓
を
波
に
流
し
て
し
ま
っ
た
義
経
が
、
名
を
惜
し
み
命
が
け
で
弓
を
取
り
返
し
た
と
い
う
故
事
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
物
語
が
終
わ
る
と
、
最
後
に
は
壇
ノ
浦
の
合
戦
が
始
ま
り
、
波
や
星
と
い
っ
た
自
然
の
風
物
ま
で
が
戦
の
光
景
と
し
て

映
る
と
い
う
壮
絶
な
世
界
が
展
開
さ
れ
、
や
が
て
僧
は
夢
か
ら
覚
め
る
こ
と
に
な
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
全
体
と
し
て
修
羅
の
苦
悩

は
稀
薄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
後
場
の
序
盤
で
は
、
昔
の
合
戦
を
「
忘
れ
得
ぬ
」
こ
と
に
つ
い
て
、
シ
テ
自
身
、

そ
れ
は
「
生
死
の
海
に
沈
淪
」
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
自
覚
し
て
お
り
、
こ
の
八
島
に
帰
っ
て
き
て
し
ま
う
こ
と
を
「
恨
め
し

や
」
と
語
る
（
①
一
四
一
頁
）。
だ
が
、自
己
へ
の
否
定
的
な
ま
な
ざ
し
が
混
じ
る
の
は
こ
の
箇
所
く
ら
い
で
、そ
の
後
の
物
語
で
は
、

名
を
惜
し
み
一
命
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
自
己
の
振
舞
い
を
誇
ら
し
げ
に
語
り
、
そ
し
て
「
今
日
の
修
羅
の
敵
は
誰
そ
、
な
に
能
登
の

守
教
経
と
や
、
あ
ら
も
の
も
の
し
や
手
並
は
知
り
ぬ
」（
①
一
四
四
頁
）
と
、
宿
敵
を
前
に
し
て
壇
の
浦
の
戦
い
を
再
現
し
て
ゆ
く

様
は
ど
こ
か
楽
し
げ
で
す
ら
あ
り
、
恐
れ
苦
し
む
様
子
は
な
く
、
救
済
へ
の
願
望
も
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
シ
テ
の
あ
り
よ
う
は
、
必
ず
し
も
『
八
島
』
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
本
曲
は
い
わ
ゆ
る
「
勝
修
羅
」
で
あ
る
が
、

と
は
い
え
義
経
は
源
平
合
戦
後
に
頼
朝
と
敵
対
し
て
滅
び
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
一
族
郎
党
の
存
続
と
繁
栄
と
い
う
現
世
的

な
目
的
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
戦
い
は
空
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
亡
霊
で
あ
る
シ
テ
は
、
す
で
に
現
世
で
の
自
身
が
辿
っ
た
滅
亡
の
運

命
を
知
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
現
世
的
な
効
用
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
か
つ
て
の
戦
い
に
意
味
が
な
い
こ
と
を
よ
く
分
か
っ
て
い

る
。
だ
が
、そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、過
去
の
戦
い
に
執
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、『
八
島
』
は
、他
の
世
阿
弥
作
の
「
負

修
羅
」（『
忠
度
』
も
そ
の
一
つ
）
と
本
質
的
に
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
世
阿
弥
修
羅
能
一
般
に
通
じ
る
、
シ
テ
義
経
の
こ
う
し
た
あ
り
よ
う
は
、
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

も
そ
も
、
現
世
に
お
け
る
戦
闘
は
領
地
を
維
持
拡
大
し
、
一
族
郎
党
の
存
続・繁
栄
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。

だ
が
、
そ
の
目
的
を
喪
失
し
て
も
な
お
、
シ
テ
は
過
去
の
同
じ
戦
闘
を
繰
り
返
し
引
き
受
け
る
（「
今
日
の

0

0

0

修
羅
の
敵
」
と
い
う
表
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現
か
ら
こ
の
戦
い
が
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
）。
そ
れ
は
シ
テ
に
と
っ
て
、
そ
の

0

0

戦
闘
そ
の
も
の
が
目
的

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
戦
闘
一
般
や
ま
だ
見
ぬ
戦
い
で
は
な
く
、
生
前
に
た
だ
一
度
行
わ
れ
た
、
他
な
ら
ぬ
こ0

の0

戦
闘
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
そ
の
内
実
は
、
そ
の
つ
ど
の
一
回
的
な
出
来
事
や
自
他
の
行
動
の
積
み
重
ね
で

あ
る
か
ら
、
戦
闘
に
お
け
る
自
他
の
振
舞
い
の
一
つ
一
つ
が
、
シ
テ
に
と
っ
て
は
、
他
の
目
的
の
た
め
の
代
替
可
能
な
手
段
で
は
な

く
、
そ
れ
自
体
が
必
然
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
義
経
に
と
っ
て
は
、
過
去
の
戦
い
に

お
け
る
自
己
自
身
の
一
つ
一
つ
の
行
動
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
自
己
が
出
会
っ
た
す
べ
て
の
存
在
（
味
方
、
敵
、
事
物
）
と
そ
の
振
舞

い
も
ま
た
、
か
け
が
え
の
な
い
運
命
的
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
テ
は
こ
の
戦
い
を
忘
れ
る
こ

と
が
で
き
ず
、
繰
り
返
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

前
場
で
シ
テ
と
ツ
レ
が
物
語
る
、
義
経
の
大
将
に
ふ
さ
わ
し
い
出
で
立
ち
と
名
乗
り
も
、
悪
七
兵
衛
景
清
と
三
保
の
谷
の
四
郎
と

が
繰
り
広
げ
た
錣
引
き
も
、
平
教
経
の
矢
か
ら
主
君
義
経
を
か
ば
い
佐
藤
継
信
が
戦
死
し
た
こ
と
も
、
教
経
の
侍
童
の
菊
王
が
討
た

れ
た
こ
と
も
、
み
な
そ
れ
自
体
が
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
輝
か
し
い
出
来
事
と
し
て
あ
る
。
後
場
で
シ
テ
が
物
語
る
、
弓

流
し
の
故
事
も
、
壇
の
浦
に
お
け
る
教
経
と
の
戦
い
も
、
同
様
で
あ
る
。
義
経
個
人
だ
け
で
は
な
く
、
彼
が
戦
っ
た
名
の
あ
る
敵
味

方
た
ち
す
べ
て
の
振
舞
い
が
、
必
然
的
な
も
の
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
物
語
に
値
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
曲
の
中
で
は
屹
立

し
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
場
が
成
り
立
つ
の
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
武
士
た
ち
が
命
を
捨
て
て
戦
う
存
在
で
あ
る
こ
と
に

由
来
す
る
。
継
信
は
主
君
を
守
る
た
め
に
身
を
擲
ち
、
そ
し
て
そ
の
主
君
た
る
義
経
も
ま
た
「
惜
し
む
は
名
の
た
め
、
惜
し
ま
ぬ
は

一
命
な
れ
ば
、
身
を
捨
て
て
こ
そ
後
記
に
も
、
佳
名
を
留
む
べ
き
、
弓
筆
の
跡
な
る
べ
け
れ
」（
①
一
四
三
〜
一
四
四
頁
）
と
「
名
」

を
求
め
て
戦
う
存
在
で
あ
る
。
夢
物
語
の
中
の
戦
場
は
、
み
な
が
二
つ
と
な
い
命
を
擲
つ
行
為
で
満
ち
満
ち
た
場
と
し
て
、
言
わ
ば

理
念
的
に
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
。
現
実
世
界
で
あ
れ
ば
、
家
の
存
続
と
い
う
目
的
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
こ
と
も
意
味
を
持
つ
だ
ろ
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う
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
現
世
的
な
目
的
が
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
義
経
た
ち
の
命
を
惜
し
ま

ぬ
振
舞
い
は
そ
れ
自
体
と
し
て
か
け
が
え
の
な
い
価
値
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
命
を
捨
て
て
戦
う
武
士
だ
か
ら
こ
そ
、
同
様
に
命
を
捨
て
て
戦
う
他
の
武
士
の
こ
と
を
深
く
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
常
世
界
で
の
交
換
可
能
な
役
割
を
超
え
た
次
元
で
、
他
者
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
よ
う
な
出
会
い
は
、
味
方
同
士
だ
け
で
な
く
、
命
の
や
り
取
り
を
し
た
敵
と
の
間
に
も
成
立
す
る
。「
今
日
の
修
羅
の
敵
は
誰
そ
、

な
に
能
登
の
守
教
経
と
や
、
あ
ら
も
の
も
の
し
や
手
並
は
知
り
ぬ
」
と
い
う
後
シ
テ
の
一
言
か
ら
は
、
教
経
へ
の
深
い
了
解
と
、
戦

う
に
ふ
さ
わ
し
い
相
手
に
出
会
え
た
こ
と
の
喜
び
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
日
常
世
界
で
の
規
定
を
超
え
た
出
会
い
が
、
人
間
同
士
だ
け
で
な
く
さ
ら
に
自
然
の
事
物
へ
と
拡
大
し
て
ゆ
く
の
が

世
阿
弥
修
羅
能
の
特
徴
で
あ
る
。『
八
島
』
の
終
盤
で
は
、
こ
の
場
所
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
戦
う
存
在
と
し
て
現
れ
て
く
る
と
い
う

壮
絶
な
光
景
が
語
ら
れ
る
。

　

閻
浮
に
帰
る
生
死
の
、海
山
一
同
に
震
動
し
て
、舟
よ
り
は
鬨
の
声
、陸
に
は
波
の
楯
、月
に
白
む
は
、剣
の
光
、潮
に
映
る
は
、

兜
の
星
の
影
、水
や
空
、空
行
く
も
ま
た
雲
の
波
の
、打
ち
合
ひ
刺
し
違
ふ
る
、舟
戦
の
駆
け
引
き
、浮
き
沈
む
と
せ
し
ほ
ど
に
、

春
の
夜
の
波
よ
り
明
け
て
、
敵
と
見
え
し
は
群
れ
ゐ
る
鷗
、
鬨
の
声
と
聞
え
し
は
、
浦
風
な
り
け
り
高
松
の
、
浦
風
な
り
け

り
高
松
の
、
朝
嵐
と
ぞ
な
り
に
け
る
。（
①
一
四
四
〜
一
四
五
頁
）

　
こ
れ
は
シ
テ
の
目
に
映
る
世
界
で
あ
り
、
同
時
に
シ
テ
の
物
語
を
受
け
止
め
る
ワ
キ
僧
が
夢
の
中
で
見
る
光
景
で
あ
る
。
夢
が
醒

め
れ
ば
自
然
の
景
物
と
見
え
る
も
の
が
、
夢
の
中
で
は
戦
闘
の
風
景
と
し
て
迫
っ
て
く
る
と
い
う
こ
の
描
写
は
、
日
常
世
界
で
対
象

を
認
識
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
有
用
性
（
自
己
や
共
同
体
の
存
続
に
と
っ
て
有
益
か
有
害
か
と
い
う
価
値
基
準
）
と
い
う
被
膜
を
剥
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が
し
、
直
に
事
物
に
触
れ
る
あ
り
よ
う
と
し
て
、
観
客
を
感
動
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
義
経
に
と
っ
て
運
命
的

に
出
会
わ
れ
た
対
象
と
は
、
他
の
武
士
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
戦
闘
が
行
わ
れ
た
八
島
の
浦
と
い
う
場
所
を
も
含
む
の
で
あ
る
。
シ

テ
が
物
語
る
の
は
、
他
者
や
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
自
己
の
内
面
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
戦
い
の
中
で
様
々
な
個
別
具
体
的
な

人
間
や
事
物
と
打
消
し
よ
う
の
な
い
仕
方
で
出
会
っ
た
と
い
う
一
回
的
な
経
験
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
八
島
』
に
お
け
る
「
武
」
と
は
、
自
ら
の
命
を
捨
て
て
戦
う
こ
と
で
、
日
常
世
界
で
の
役
割
規
定
を
超
え
て
、

同
じ
く
命
を
惜
し
ま
ぬ
武
士
た
ち
や
そ
の
地
の
事
物
た
ち
と
運
命
的
に
出
会
う
こ
と
の
で
き
る
と
い
う
、
理
念
的
な
あ
り
よ
う
に
ま

で
高
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
日
常
世
界
を
超
え
て
他
者
や
事
物
と
よ
り
直
接
的
に
接
し
て
ゆ
く
あ
り
方
で
あ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
、
出
家
遁
世
や
歌
舞
音
曲
、
あ
る
い
は
神
祀
り
や
恋
と
い
っ
た
あ
り
よ
う
と
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
実
際
、
世
阿

弥
の
修
羅
能
で
は
、
忠
度
に
限
ら
ず
「
武
」
と
そ
れ
以
外
の
あ
り
よ
う
と
が
矛
盾
な
く
両
立
し
て
い
る
シ
テ
が
他
に
も
存
在
す
る

が6

、
そ
れ
は
世
阿
弥
に
と
っ
て
、「
武
」
が
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
位
相
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う7

。三　
「
文
武
二
道
」
と
い
う
こ
と

前
節
で
は
、『
八
島
』
に
即
し
て
世
阿
弥
修
羅
能
に
お
け
る
「
武
」
の
位
相
を
確
認
し
て
き
た
。
続
い
て
、
こ
れ
が
『
忠
度
』
に

ど
こ
ま
で
適
用
で
き
る
の
か
、
ま
た
適
用
し
た
と
す
る
と
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
も
た
ら
す
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

忠
度
の
武
人
性
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
一
の
谷
の
合
戦
に
敗
れ
舟
へ
と
退
却
す
る
途
中
、
岡
部
六
弥
太
忠
澄
の
名
乗
り
を
聞
い
て

「
こ
れ
こ
そ
望
む
と
こ
ろ
よ
と
思
ひ
、
駒
の
手
綱
を
引
つ
返
」
し
て
六
弥
太
た
ち
と
戦
い
、
討
死
し
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
戦
い

の
趨
勢
は
決
し
て
お
り
、こ
こ
で
引
き
返
せ
ば
生
還
は
不
可
能
と
い
う
状
況
で
、六
弥
太
と
戦
っ
て
死
ぬ
こ
と
は
忠
度
に
と
っ
て
「
望
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む
と
こ
ろ
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
す
で
に
諸
家
の
指
摘
が
あ
る
通
り
、
本
説
で
あ
る
『
平
家
物
語
』
と
比
べ
、
忠
度
の
行

動
が
明
ら
か
に
積
極
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
お
り8

、
世
阿
弥
特
有
の
忠
度
像
が
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
本
曲

の
忠
度
は
、
自
ら
命
を
捨
て
て
六
弥
太
と
戦
っ
た
。
し
か
も
亡
霊
と
な
っ
た
時
点
で
さ
え
、
こ
の
行
動
を
後
悔
し
て
い
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、忠
度
に
と
っ
て
、六
弥
太
と
の
戦
い
と
そ
の
後
の
死
は
運
命
と
し
て
引
き
受
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
で
、

『
八
島
』
に
お
け
る
「
武
」
と
同
一
の
あ
り
よ
う
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、『
八
島
』
に
お
け
る
義
経
と
敵
の
教
経
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
忠
度
と
六
弥
太
と
は
、
敵
味
方
で
あ
る
が
、
互
い

に
運
命
的
な
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
よ
う
な
存
在
同
士
と
し
て
出
会
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
関
係
性
が
あ
る
か

ら
こ
そ
、
忠
度
が
討
ち
取
ら
れ
た
後
、
シ
テ
は
六
弥
太
と
し
て
振
る
舞
い
、
死
骸
の
箙
か
ら
「
行
き
暮
れ
て
」
の
歌
を
記
し
た
短
冊

を
発
見
し
た
様
を
物
語
る
。『
八
島
』
に
お
け
る
義
経
の
物
語
と
同
様
、『
忠
度
』
の
シ
テ
が
伝
え
た
い
こ
と
と
は
、
他
者
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
自
己
の
事
柄
で
は
な
く
、
自
己
が
他
者
や
世
界
と
濃
密
に
触
れ
合
っ
た
そ
の
経
験
で
あ
り
、
関
係
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
忠

度
だ
け
で
は
な
く
、
六
弥
太
の
経
験
で
も
あ
る
。
直
接
刃
を
交
え
た
忠
度
と
六
弥
太
は
、
そ
の
「
武
」
に
お
い
て
、
互
い
に
深
く
知

り
合
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
六
弥
太
は
忠
度
を
よ
く
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

も
し
も
こ
の
点
を
読
み
過
ご
し
、
こ
の
箇
所
で
は
忠
度
の
歌
人
性
の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
し
て
し
ま
う
と
、
忠
度

と
六
弥
太
の
関
係
性
の
質
が
捉
え
ら
れ
ず
、
結
果
と
し
て
六
弥
太
の
位
置
づ
け
が
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
、
忠
度
の
本
質

で
あ
る
は
ず
の
歌
人
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
装
置
と
し
て
、
東
国
の
武
士
で
あ
る
六
弥
太
の
視
点
は
あ
ま
り
相
応
し
い
と
は
言
い

難
い
。
だ
が
、
忠
度
お
よ
び
六
弥
太
の
武
人
性
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
六
弥
太
こ
そ
が
忠
度
の
本
質
に
直
接
的
に
触
れ
得
た
存
在
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
忠
度
が
討
ち
取
ら
れ
た
後
の
出
来
事
を
六
弥
太
が
物
語
る
と
い
う
構
成
が
魅
力
的
な
も
の
と
し
て
成
り
立
つ

の
は
、
こ
の
六
弥
太
の
眼
差
し
を
通
じ
て
こ
そ
、
ワ
キ
僧
お
よ
び
観
客
が
忠
度
の
正
体
（「
名
」
に
象
徴
さ
れ
る
）
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
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で
は
、
こ
の
よ
う
な
忠
度
の
「
武
」
は
、
そ
の
「
文
」
す
な
わ
ち
歌
道
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
一

曲
で
三
度
に
わ
た
っ
て
言
及
さ
れ
る
「
行
き
暮
れ
て
木
の
下
蔭
を
宿
と
せ
ば
花
や
今
宵
の
主
な
ら
ま
し
」
と
い
う
歌
が
物
語
っ
て
い

る
。
こ
の
一
首
は
、旅
の
途
上
で
夕
暮
れ
を
迎
え
、桜
の
花
の
下
で
一
夜
を
過
ご
す
状
況
を
歌
っ
て
い
る
。
旅
と
は
、理
念
の
上
で
は
、

日
常
世
界
か
ら
離
脱
し
、
日
常
世
界
の
価
値
観
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
事
物
事
象
に
対
し
て
よ
り
深
く
触
れ
て
ゆ
く
営
為
の

一
つ
で
あ
る
。
こ
の
一
首
で
は
、
旅
に
出
る
こ
と
で
、
人
が
日
常
を
過
ご
す
時
間
（
昼
）
と
場
所
（
家
）
で
は
な
く
、
非
日
常
の
時

間
（
夜
）
と
場
所
（
人
里
を
離
れ
た
木
の
下
）
に
た
ど
り
着
き
、
客
人
と
そ
れ
を
も
て
な
す
主
人
と
い
う
関
係
に
お
い
て
人
な
ら
ざ

る
自
然
（
花
）
と
の
出
会
い
が
果
た
さ
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
た
と
え
ば
肉
体
的
制
約
（
身
体
を
養
う
と
い
う
目
的
の
た
め
に

一
定
程
度
行
為
せ
ざ
る
を
え
な
い
）
に
よ
っ
て
、
日
常
世
界
の
一
切
の
有
用
性
を
超
え
て
純
粋
に
自
然
と
出
会
う
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
一
首
は
「
〜
せ
ば
〜
ま
し
」
と
い
う
反
実
仮
想
の
構
文
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
出
会
い
が
、
あ
く
ま
で
歌

に
詠
ま
れ
る
限
り
で
の
観
念
の
う
ち
で
し
か
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
だ
が
、謡
曲『
忠
度
』が
描
き
出
す
忠
度
と
は
、

本
来
は
観
念
の
領
域
で
し
か
成
り
立
た
な
い
は
ず
の「
行
き
暮
れ
て
」の
歌
の
世
界
を
、「
武
」に
よ
っ
て
体
現
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
雅
な
和
歌
の
営
為
と
、
血
生
臭
い
武
士
の
あ
り
よ
う
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
す
で
に

検
討
し
た
よ
う
に
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
、
身
を
捨
て
て
名
を
求
め
る
よ
う
な
「
武
」
と
は
、
日
常
世
界
の
役
割
規
定
を
離
れ
て
他
者

と
の
直
接
的
で
運
命
的
な
出
会
い
を
可
能
に
す
る
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
行
き
暮
れ
て
」
の
歌
に
詠
ま
れ
た
内
容
と
本

質
的
に
重
な
っ
て
く
る
（
世
阿
弥
に
と
っ
て
、理
念
と
し
て
の
戦
場
と
非
日
常
的
な
自
然
の
風
景
と
が
重
な
り
う
る
こ
と
は
、『
八
島
』

で
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
）。
言
う
な
れ
ば
、忠
度
は
「
名
」
を
惜
し
み
、そ
の
命
を
捨
て
て
然
る
べ
き
敵
と
戦
い
死
ぬ
こ
と
で
、「
行

き
暮
れ
て
」
の
歌
を
生
き
た
の
で
あ
る
（
そ
の
際
、
彼
が
出
会
っ
た
「
花
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ま
ず
六
弥
太
に
ほ
か
な
ら
な
い
の

で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
の
最
後
に
触
れ
る
）。

こ
の
よ
う
に
、
忠
度
に
と
っ
て
の
「
武
」
と
は
、
そ
の
「
文
」
と
並
ぶ
中
核
的
な
契
機
で
あ
り
、
両
者
は
矛
盾
す
る
ど
こ
ろ
か
、
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む
し
ろ
観
念
と
し
て
の
「
文
」（
和
歌
）
の
世
界
が
「
武
」
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、「
内
的
な
関
連
」
が
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
次
節
で
は
「
名
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

四　
「
名
」
の
位
相
①
―
―
「
文
武
二
道
」
の
自
己
を
示
す
も
の
と
し
て
の
「
名
」

本
曲
に
お
い
て
「
名
」
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
シ
テ
忠
度
の
「
妄
執
」
と
は
、『
千
載
集
』
に
採
録
さ
れ
た
歌
（「
さ

ざ
波
や
志
賀
の
都
は
荒
れ
に
し
を
昔
な
が
ら
の
山
桜
か
な
」）
が
、
朝
敵
で
あ
っ
た
た
め
「
読
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
、「
名
」
が
載
ら

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
歌
人
と
し
て
の
名
望
に
の
み
執
着
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
そ
れ
ゆ
え
従
来
の
多

く
の
解
釈
は
忠
度
の
願
望
を
歌
人
性
の
側
面
に
の
み
注
目
し
て
理
解
し
て
き
た
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
「
名
」
へ
の

執
着
は
、
歌
人
の
論
理
だ
け
で
は
十
分
に
説
明
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
通
常
、
歌
人
は
こ
こ
ま
で
「
名
」
に
こ
だ
わ

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

近
代
的
な
自
己
表
現
と
し
て
の
詩
歌
と
は
異
な
り
、
和
歌
を
詠
む
現
実
の
自
己
と
、
和
歌
の
内
部
で
の
仮
想
的
な
主
体
と
は
必
ず

し
も
一
致
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
能
因
が
「
都
を
ば
霞
と
と
も
に
立
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
河
の
関
」
と
詠
ん
だ
後
、
隠
れ
て
肌

を
焼
き
、
陸
奥
ま
で
旅
に
出
た
と
い
う
体
で
こ
の
歌
を
発
表
し
た
と
い
う
逸
話9

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
都
で
こ

の
歌
を
詠
ん
だ
現
実
の
能
因
と
、「
都
を
春
霞
と
と
も
に
出
発
し
、
秋
に
白
河
に
着
い
た
旅
人
」
と
い
う
和
歌
内
部
の
観
念
的
な
主

体
と
は
本
来
別
物
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
能
因
は
現
実
の
自
己
を
周
囲
か
ら
隠
し
、
む
し
ろ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
和
歌
内
部
の
主

体
を
演
じ
る
こ
と
で
、
人
々
を
驚
か
せ
、
ま
た
楽
し
ま
せ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
逸
話
が
流
布
す
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
和
歌
の
内
部
で
の
主
体
は
、
基
本
的
に
観
念
の
領
域
に
成
り
立
つ
存
在
で
あ
る
。
和
歌
を
享
受
す
る
人
々
が
、
能
因
の
よ

う
に
、
実
際
に
歌
を
詠
ん
だ
者
と
そ
の
和
歌
内
部
の
主
体
を
一
体
と
見
な
す
こ
と
が
成
立
す
る
の
も
、
あ
く
ま
で
作
為
を
介
し
た
虚
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構
の
次
元
に
お
い
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
構
造
ゆ
え
に
、
人
々
は
歌
を
詠
み
、
あ
る
い
は
他
者
の
歌
を
享
受
す
る
こ
と
で
、
観
念
的
に
、
現
実
の
自
己
や
日

常
世
界
を
抜
け
出
し
、非
日
常
の
時
空
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
花
鳥
風
月
の
世
界
と
は
こ
の
よ
う
な
観
念
の
領
域
な
の
で
あ
っ
て
、

一
般
的
な
名
前
が
指
し
示
す
自
己
が
生
き
る
現
実
世
界
と
は
さ
し
あ
た
り
異
な
る
次
元
に
あ
る
。
極
論
す
れ
ば
、
歌
人
と
し
て
の
自

己
の
魂
は
和
歌
の
内
部
の
方
に
こ
そ
宿
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
現
実
世
界
の
自
己
と
名
前
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ

え
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
的
に
は
名
が
伏
せ
ら
れ
る
こ
と
の
悲
し
み
よ
り
も
、
自
ら
の
歌
が
勅
撰
集
に
採
ら
れ
る
栄
誉
の
ほ
う

が
勝
っ
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
勅
撰
集
に
お
い
て
は
様
々
な
理
由
で
「
読
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
の

だ
が
、
そ
の
こ
と
の
無
念
さ
を
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
忠
度
の
そ
れ
く
ら
い
で
あ
り
、
ま
し
て
謡
曲
の
よ
う
に
亡
霊
と
な
っ
て
ま
で

訴
え
る
と
い
う
話
は
他
に
類
例
が
な
い
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
シ
テ
忠
度
の
「
名
」
へ
の
執
着
に
は
、
一
般
的
な
歌
人
の
価
値
観
で

は
測
れ
な
い
、
忠
度
特
有
の
問
題
が
あ
る
と
言
え
る
。

で
は
、忠
度
は
な
ぜ
こ
こ
ま
で「
名
」に
こ
だ
わ
る
の
か
。
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、彼
が
一
般
に
名
を
重
視
す
る
武
士10
で
あ
っ

た
こ
と
。
そ
れ
に
加
え
、
も
う
一
つ
は
、
自
ら
の
詠
ん
だ
和
歌
の
世
界
を
生
き
た
存
在
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
現
実
の
自
己
と
和

歌
の
内
部
の
主
体
と
が
一
致
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
世
阿
弥
の
修
羅
能
に
お
け
る
武
士
の
「
名
」
に
対
す
る
考
え
方
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
す
で
に
見
た
『
八
島
』
の

シ
テ
義
経
の
「
惜
し
む
は
名
の
た
め
、
惜
し
ま
ぬ
は
一
命
」
と
い
う
あ
り
よ
う
で
あ
る
。『
八
島
』
が
語
る
の
は
、
命
を
捨
て
、
名

の
た
め
に
戦
っ
た
武
士
た
ち
の
生
き
様
で
あ
っ
た
。「
名
」
は
武
士
と
し
て
あ
る
べ
き
理
想
の
自
己
で
あ
り
、
武
士
は
そ
の
理
想
と

現
実
と
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
八
島
の
戦
い
に
お
け
る
武
士
た
ち
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
名
」
に
恥
じ
ぬ
振
舞
い
を
し

た
。
つ
ま
り
、
夢
物
語
に
お
け
る
八
島
の
戦
場
と
は
、
身
を
捨
て
名
を
惜
し
む
武
士
同
士
が
、
日
常
世
界
の
役
割
的
な
自
己
を
超
え

て
戦
う
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
武
士
に
お
け
る
「
名
」
と
は
、
現
実
世
界
の
自
己
を
示
す
一
般
的
な
名
と
は
異
な
り
、
む
し
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ろ
日
常
世
界
の
役
割
的
な
規
定
を
超
え
て
い
る
点
で
、
和
歌
内
部
の
仮
想
的
な
主
体
と
同
じ
水
準
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
武
士
と
し
て
の
「
名
」
が
示
す
自
己
と
歌
人
と
し
て
の
自
己
（
和
歌
内
部
の
仮
想
的
な
主
体
）
と
が
無
関
係
に
並
列

し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
忠
度
は
こ
こ
ま
で
執
念
を
抱
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
忠
度
の
場
合
、

観
念
的
な
「
文
」
の
世
界
は
「
武
」
の
世
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
武
士
と
し
て
の
自
己
と
和
歌
内
部
の
観
念
的
な

自
己
と
が
分
か
ち
が
た
く
一
体
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
、ま
さ
に
「
文
武
二
道
」
の
自
己
を
指
し
示
す
も
の
が
、忠
度
の
「
名
」

で
あ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
独
特
の
構
造
に
よ
り
、
通
常
は
位
相
差
が
存
在
す
る
「
歌
」
と
「
名
」
と
が
切
り
離
せ
な
い
も
の
に
な
っ

て
し
ま
い
、
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
歌
人
が
勅
撰
集
へ
の
入
集
を
願
う
の
と
同
じ
深
さ
で
、「
名
」
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
忠
度
の
「
名
」
が
独
特
の
「
文
武
二
道
」
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
で
、
前
節
で
言
及
し
た
、「
歌

道
の
恨
み
を
述
べ
な
が
ら
、
そ
れ
が
敗
北
者
の
怒
り
に
移
行
し
て
い
く
経
過
は
、
論
理
的
に
は
き
わ
め
て
不
整
合
で
あ
る
」
よ
う
に

見
え
る
と
い
う
問
題
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
シ
テ
は
、
ま
ず
勅
撰
集
に
「
名
」
を
載
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
伝
え
る

が
、
俊
成
に
仕
え
て
い
た
ワ
キ
僧
は
、
こ
の
忠
度
ら
し
き
亡
霊
が
ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
「
名
」
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
十
分
に
理
解
し

か
ね
た
の
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
シ
テ
は
、
自
身
に
と
っ
て
の
「
名
」
が
「
文
武
二
道
」
の
自
己
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る

こ
と
を
、
二
つ
の
「
望
み
」
と
「
引
き
返
し
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
お
よ
び
「
行
き
暮
れ
て
」
の
歌
の
物
語
を
通
じ
て
説
明
し
、
こ
れ
に

よ
り
、
当
初
ワ
キ
が
抱
い
た
疑
念
が
解
消
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
告
げ
た
（「
今
は
疑
ひ
よ
も
あ
ら
じ
」）
の
で
は
な
い
か
。
従
来
の
解

釈
で
は
、「
疑
ひ
」
と
は
自
ら
名
乗
ら
な
い
亡
霊
の
正
体
へ
の
疑
念
だ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
前
場
か
ら
の
展
開
を
考
慮
す
れ
ば

忠
度
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、そ
の
よ
う
な
分
か
り
き
っ
た
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
説
明
す
る
必
然
性
は
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
、

前
述
の
よ
う
な
「
不
整
合
」
と
い
う
印
象
を
受
け
る
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が

忠
度
特
有
の
「
名
」
の
内
実
で
あ
る
と
す
る
と
、
忠
度
の
「
名
」
が
指
し
示
す
自
己
が
「
文
」
の
み
な
ら
ず
「
文
武
二
道
」
に
わ
た
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る
こ
と
を
強
調
し
、
六
弥
太
と
い
う
武
士
の
眼
差
し
を
介
在
さ
せ
て
、
ワ
キ
僧
に
馴
染
み
の
な
い
武
士
の
「
名
」
の
論
理
を
知
っ
て

も
ら
う
と
い
う
後
場
の
展
開
は
、
き
わ
め
て
整
合
的
な
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五　
「
歌
」
の
位
相
―
―
『
高
砂
』『
蟻
通
』
を
手
が
か
り
に

こ
こ
ま
で
は
、
従
来
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
忠
度
の
「
武
」
の
側
面
に
注
目
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
き
た
。
本
節
で
は
、
も
う

一
つ
の
核
で
あ
る
「
文
」
す
な
わ
ち
「
歌
」
の
位
相
に
つ
い
て
、
や
は
り
世
阿
弥
作
で
あ
る
『
高
砂
』
と
『
蟻
通
』
を
参
照
し
つ
つ

考
察
し
て
お
こ
う
。

世
阿
弥
が
想
定
す
る
和
歌
的
世
界
の
理
想
的
状
況
が
端
的
に
表
れ
た
箇
所
と
し
て
、『
高
砂
』
の
次
の
一
節
が
挙
げ
ら
れ
る
。

有
情
非
情
の
そ
の
声
、
皆
歌
に
漏
る
る
事
な
し
。
草
木
土
沙
、
風
声
水
音
ま
で
、
万
物
の
こ
も
る
心
あ
り
。
春
の
林
の
、
東

風
に
動
き
、
秋
の
虫
の
、
北
露
に
鳴
く
も
、
皆
和
歌
の
姿
な
ら
ず
や
。（
①
三
五
頁
）

こ
こ
で
は
、一
切
が
分
け
隔
て
な
く「
万
物
の
こ
も
る
心
」の
中
に
あ
り
、日
常
世
界
に
は
付
き
物
の
内
外
の
区
別
が
存
在
し
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
意
識
の
有
無
を
問
わ
ず
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
声
が
み
な
「
歌
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
事
象
が
「
和
歌
の
姿
」
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
一
切
が
歌
を
詠
む
主
体
で
あ
り
、
あ
る
い
は
歌
に
詠
ま
れ
る
対
象
で
あ
り
、
そ
し
て
互
い
に

歌
を
詠
み
交
わ
す
存
在
同
士
と
し
て
、
世
界
の
中
に
必
然
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

さ
ら
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
歌
」
が
人
間
の
言
語
表
現
以
外
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
歌
」
を
仮
に
〈
万
物
の
和
歌
〉
と
し
、人
間
の
言
語
表
現
と
し
て
の
和
歌
を
〈
人
間
の
和
歌
〉

92



と
呼
ん
で
区
別
し
て
お
こ
う
。
ひ
と
ま
ず
〈
人
間
の
和
歌
〉
は
〈
万
物
の
和
歌
〉
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

で
は
、
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
考
察
す
る
手
掛
か
り
が
謡
曲『
蟻
通
』に
あ
る
。
こ
の
曲
の
ワ
キ
は『
古
今
和
歌
集
』の
撰
者
と
し
て
知
ら
れ
る
紀
貫
之
で
、

そ
れ
と
知
ら
ず
蟻
通
明
神
の
神
前
で
下
馬
し
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
祟
り
に
よ
り
突
然
日
が
暮
れ
て
大
雨
と
な
り
、
馬
も
倒
れ
、
シ

テ
で
あ
る
神
官
（
実
際
に
は
蟻
通
明
神
の
仮
現
）
か
ら
「
よ
も
御
命
は
候
ふ
べ
き
」
と
告
げ
ら
れ
る
ほ
ど
の
危
機
に
瀕
す
る
。
し
か

し
、
神
官
の
勧
め
で
和
歌
を
詠
む
こ
と
で
明
神
の
心
を
慰
め
る
こ
と
に
成
功
し
、
窮
地
を
脱
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
曲
の
中
で
和

歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
理
解
が
語
ら
れ
る
。

さ
れ
ば
和
歌
の
こ
と
わ
ざ
は
、
神
代
よ
り
も
始
ま
り
、
今
人
倫
に
あ
ま
ね
し
、
誰
か
こ
れ
を
褒
め
ざ
ら
ん
。
な
か
に
も
貫
之
は
、

御
書
所
を
承
り
て
、
古
今
ま
で
の
、
歌
の
品
を
撰
び
て
、
喜
び
を
延
べ
し
君
が
代
の
、
直
な
る
道
を
あ
ら
は
せ
り
。
お
よ
そ

思
つ
て
見
れ
ば
、
歌
の
心
素
直
な
る
は
、
こ
れ
も
つ
て
私
な
し
。
人
代
に
及
ん
で
、
は
な
は
だ
興
る
風
俗
、
長
歌
短
歌
旋
頭
、

混
本
の
類
こ
れ
な
り
。
雑
体
一
つ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
源
流
や
う
や
く
繁
る
木
の
、
花
の
う
ち
の
鶯
、
ま
た
秋
の
蟬
の
吟
の
声
、

い
づ
れ
か
和
歌
の
数
な
ら
ぬ
。（
②
一
三
三
頁
）

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
筆
者
な
り
に
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
和
歌
の
起
源
は
「
神
代
」
と
い
う
原

初
の
理
念
的
な
時
間
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
人
代
に
及
ん
で
」、
長
歌
や
短
歌
等
の
様
々
な
形
式
が
成
立
し
て
き
た
。
こ
れ

だ
け
を
見
る
と
、
一
見
、
言
語
表
現
と
し
て
の
歌
が
当
初
の
素
朴
な
形
か
ら
発
展
し
て
き
た
と
い
う
話
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
ど
う

も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。「
人
代
」
の
様
々
な
和
歌
の
形
式
は
、「
神
代
」
の
「
源
流
」
を
根
と
し
て
「
繁
る
木
」
の
一
部
で

あ
る
枝
葉
な
の
だ
が
、
こ
の
「
繁
る
木
」
の
中
に
は
、「
花
の
う
ち
の
鶯
、
ま
た
秋
の
蟬
の
吟
の
声
」
と
い
っ
た
人
間
の
言
語
表
現
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で
は
な
い
自
然
の
事
物
事
象
も
「
和
歌
の
数
」
と
し
て
含
ま
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、「
神
代
」
と
は
〈
人
間
の
和
歌
〉
の
起
源

と
い
う
だ
け
で
な
く
、〈
万
物
の
和
歌
〉
の
起
源
で
も
あ
る
。
し
か
も
、
人
間
の
営
為
と
比
べ
、
自
然
の
事
物
事
象
は
「
神
代
」
か

ら
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
花
の
う
ち
の
鶯
、
ま
た
秋
の
蟬
の
吟
の
声
」
の
方
が
、
よ
り
「
神
代
」
と
い
う
原
初
の
あ
り

よ
う
に
近
い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、「
神
代
」
が
人
間
の
言
語
に
よ
る
分
節
化
以
前
の
よ
り
無
分
節
に
近
い
状
態 11 
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
原

初
の
混
沌
状
態
を
象
徴
す
る
も
の
が
〈
万
物
の
和
歌
〉
な
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
神
代
」
の
混
沌
状
態
は
、
言
語
に
よ
る
分

節
の
働
き
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
人
の
言
葉
と
自
然
の
立
て
る
音
と
は
別
々
の
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
、
世
界
全
体
と

の
危
険
で
あ
り
つ
つ
も
生
命
力
に
溢
れ
た
交
流
は
喪
失
さ
れ
る
。
だ
が
、〈
人
間
の
和
歌
〉
は
、
こ
の
失
わ
れ
た
「
神
代
」
に
お
け

る
全
体
性
を
、〈
万
物
の
和
歌
〉
と
い
う
形
で
象
徴
的
に
回
復
す
る
力
を
持
つ
。〈
人
間
の
和
歌
〉
は
、「
神
代
」
と
「
人
代
」
と
を

繋
ぐ
通
路
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
言
語
以
前
と
以
後
と
を
媒
介
す
る
特
別
な
言
語
表
現
な
の
で
あ
る
。

〈
人
間
の
和
歌
〉
が
こ
の
よ
う
な
通
路
あ
る
い
は
媒
介
た
り
え
る
の
は
、「
歌
の
心
素
直
な
る
は
、
こ
れ
も
つ
て
私
な
し
」
と
い
う

特
性
を
持
つ
ゆ
え
で
あ
る
。『
蟻
通
』
の
別
の
箇
所
で
も
、「
天
地
開
け
始
ま
り
し
よ
り
、舞
歌
の
道
こ
そ
素
直
な
れ
」（
②
一
三
五
頁
）

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
素
直
」
と
は
、『
古
今
集
』
仮
名
序
に
見
え
る
「
ち
は
や
ぶ
る
神
代
に
は
歌
の
文
字
も
定
ま
ら

ず
素
直
に
し
て
」
と
い
う
一
節
の
「
素
直
」（
＝
素
朴
で
あ
る
）
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
名
序
で
は
神
代
に
お
い

て
素
直
だ
っ
た
歌
が
人
の
代
に
変
化
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
蟻
通
』
で
は
時
代
を
通
じ
た
歌
（
お
よ
び
舞
）
の
本

来
的
な
あ
り
よ
う
が
「
素
直
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
曲
で
の
「
素
直
」（
あ
る
い
は
「
直
」）
の
内
実
は
、
そ

れ
を
体
現
し
て
い
る
は
ず
の
貫
之
が
神
と
出
会
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
先
述
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
世
界
万
物
と
直
接
的

に
触
れ
て
い
る
あ
り
よ
う
を
指
す
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
直
接
的
に
自
然
と
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
は
危
険
な
こ
と
で
も
あ

り
、
現
に
、
こ
の
曲
で
は
貫
之
が
蟻
通
明
神
の
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
い
、
死
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
し
か
し
、
歌
や
舞
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に
は
、こ
の
よ
う
に
事
物
と
の
直
接
的
な
生な
ま
の
接
触
を
保
つ
性
質
が
あ
る
一
方
で
、そ
こ
に
は
一
定
の
秩
序
だ
っ
た
形
式
も
存
在
し
、

そ
の
形
の
力
に
よ
っ
て
、
貫
之
が
和
歌
に
よ
っ
て
明
神
の
心
を
和
ら
げ
た
よ
う
に
、
秩
序
を
回
復
す
る
力
を
も
持
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、

〈
人
間
の
和
歌
〉
を
き
っ
か
け
に
回
復
さ
れ
た
原
初
の
全
体
性
は
、
恐
る
べ
き
カ
オ
ス
で
は
な
く
、〈
万
物
の
和
歌
〉
と
い
う
和
め
ら

れ
た
側
面
に
お
い
て
捉
え
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る12
。
つ
ま
り
、「
素
直
」
と
は
、
対
象
と
の
関
係
が
直
接
的
で
は
あ
る
が
融
即
し

て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
、
分
節
以
前
と
以
後
と
の
中
間
に
あ
る
あ
り
よ
う
を
指
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
貫
之
は
「
古
今
ま
で
の
、
歌
の
品
を
撰
び
て
、
喜
び
を
延
べ
し
君
が
代
の
、
直
な
る
道
を
あ
ら
は
せ
り
」。
す
な
わ
ち
、

古
今
の
和
歌
か
ら
「
素
直
」
な
も
の
を
選
び
抜
い
て
『
古
今
和
歌
集
』
を
編
纂
し
、
世
界
万
物
と
の
全
体
性
を
回
復
し
つ
つ
、
人
間

世
界
に
秩
序
を
も
た
ら
し
た
。
理
想
的
な
治
世
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
延
喜
聖
代
と
は
、こ
の
よ
う
な「
直
な
る
道
」が
和
歌
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、そ
こ
で
勅
撰
集
が
果
た
し
た
役
割
と
は
、「
素
直
」な〈
人
間
の
和
歌
〉を
集
め
る
こ
と
で
、

〈
万
物
の
和
歌
〉
へ
の
通
路
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
、『
高
砂
』
と
『
蟻
通
』
の
分
析
を
通
じ
て
、
世
阿
弥
の
和
歌
観
お
よ
び
勅
撰
集
に
対
す
る
捉
え
方
を
確
認
し
て
き
た
。
世

阿
弥
に
と
っ
て
の
「
歌
」
と
は
、
単
な
る
〈
人
間
の
和
歌
〉
の
次
元
に
お
け
る
限
ら
れ
た
共
同
体
の
内
部
で
留
ま
る
よ
う
な
小
さ
な

営
み
で
は
な
く
、〈
万
物
の
和
歌
〉
と
い
う
形
で
、
言
語
に
よ
る
分
節
以
前
の
原
初
の
全
体
性
を
回
復
し
て
ゆ
く
営
為
な
の
で
あ
り
、

勅
撰
集
と
は
ま
さ
に
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
装
置
な
の
で
あ
っ
た
。「
歌
」
を
こ
の
よ
う
な
位
相
の
も
の
と
し
て
見
た
と
き
、『
忠

度
』
に
お
い
て
和
歌
の
道
が
「
人
倫
に
お
い
て
専
ら
な
り
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
決
し
て
大
仰
な
文
言
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
ま
た
、
忠
度
が
な
ぜ
『
千
載
集
』
に
自
ら
の
「
名
」
を
載
せ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
よ
り
深
く
理
解

さ
れ
る
だ
ろ
う
。

「
文
武
二
道
」
の
忠
度
に
と
っ
て
、「
歌
」
と
「
名
」
は
切
り
離
せ
ず
、「
名
」
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
忠
度
の
自
己
を
否
定
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
は
前
節
で
確
認
し
た
。
そ
し
て
今
や
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、『
千
載
集
』
か
ら
忠
度
が
「
名
」
を
抹
消
さ

95



れ
た
こ
と
は
、
勅
撰
集
が
象
徴
す
る
〈
万
物
の
和
歌
〉
と
い
う
全
体
性
か
ら
彼
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
彼
は
単
に
世
俗
世
界
の
名
誉
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一
切
が
歌
を
詠
み
交
わ
す
存
在
と
し
て
互
い
が
必
然
的
に
位
置
を

持
つ
よ
う
な
、
あ
る
絶
対
的
な
時
空
に
自
ら
も
参
与
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

六　
「
名
」
の
位
相
②
―
―
全
時
空
へ
の
通
路
と
し
て
の
「
名
」

本
節
で
は
、こ
れ
ま
で
の
「
文
」「
武
」「
名
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
踏
ま
え
つ
つ
、忠
度
の
「
名
」
が
持
つ
広
が
り
と
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
忠
度
の
「
名
」
と
は
他
者
を
排
除
し
て
ゆ
く
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
者
の
「
名
」
と
の
双
方
向
的
な

連
関
へ
と
開
か
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
広
が
り
の
有
限
性
を
自
覚
し
な
が
ら
、
究
極
的
に
は
一
切
衆
生
へ
と
響
き
渡

る
阿
弥
陀
如
来
の
「
名
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
可
能
性
を
持
つ
こ
と
を
論
じ
た
い
。

ま
ず
は
、「
名
」
に
お
け
る
自
他
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。『
八
島
』
に
お
け
る
源
平
の
戦
い
は
、
義
経
に
と
っ
て
「
忘

れ
得
ぬ
」
運
命
的
な
出
会
い
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
自
己
の
「
名
」
は
も
ち
ろ
ん
、
共
に
戦
い
死
ん
で
い
っ
た
味
方
の
「
名
」、
そ
し

て
自
ら
が
滅
ぼ
し
た
敵
の
「
名
」
を
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
名
」
の
あ
る
武
士
同
士

の
戦
い
と
は
、相
手
の「
身
」を
殺
し
合
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、そ
れ
は
相
手
の
存
在
を
排
除
す
る
こ
と
で
は
な
く
、む
し
ろ
そ
の「
名
」

を
知
る
こ
と
を
通
じ
て
相
手
の
全
存
在
を
受
け
止
め
る
こ
と
で
あ
る
。
勝
利
し
た
者
に
と
っ
て
も
、
敗
死
し
た
者
に
と
っ
て
も
、
自

己
の
「
名
」
が
担
う
物
語
の
一
部
に
、
戦
っ
た
他
者
の
「
名
」
が
刻
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
自
己
の
「
名
」
と
他
者
の
「
名
」
と

は
、
戦
い
を
経
て
、
互
い
に
不
可
欠
の
契
機
と
し
て
組
み
込
ま
れ
合
う
と
言
え
よ
う
。
身
を
捨
て
て
「
名
」
を
惜
し
ん
だ
武
士
た
ち

の
世
界
と
は
、
言
う
な
れ
ば
複
数
の
「
名
」
が
共
鳴
し
合
う
よ
う
な
時
空
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
武
」
の
世
界
で
は
「
名
」
は
排
除
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
し
あ
る
武
士
の
「
名
」
が
不
当
に
切
り
捨
て
ら
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れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
「
名
」
と
出
会
い
、
そ
の
「
名
」
を
刻
ん
だ
他
の
「
名
」
も
ま
た
汚
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結

果
と
し
て
世
阿
弥
修
羅
能
が
描
く
よ
う
な
「
名
」
が
共
鳴
す
る
「
武
」
の
地
平
自
体
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。『
八
島
』

で
は
、
シ
テ
義
経
が
「
名
」
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
、
理
念
化
さ
れ
た
「
武
」
の
時
空
、
す
な
わ
ち
「
名
」
を
持
つ
無

数
の
武
士
同
士
が
、
日
常
世
界
の
代
替
可
能
な
役
割
的
自
己
を
超
え
て
互
い
に
必
然
的
な
自
他
と
し
て
出
会
う
こ
と
の
で
き
る
次
元

を
、
ワ
キ
僧
と
観
客
に
夢
見
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
「
修
羅
道
の
有
様
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
武
士
に
限
ら

れ
た
関
係
性
で
あ
り
、
前
節
で
見
た
よ
う
な
〈
万
物
の
和
歌
〉
の
全
体
性
か
ら
見
れ
ば
、
有
限
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
、

身
を
捨
て
て
「
名
」
を
惜
し
む
武
士
同
士
が
、
互
い
の
「
名
」
を
響
か
せ
合
っ
て
い
く
と
い
う
自
他
関
係
の
世
界
は
、
現
実
世
界
で

何
ほ
ど
か
役
割
的
な
自
他
関
係
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
え
な
い
人
々
を
魅
了
し
、
そ
の
生
を
賦
活
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

忠
度
が
生
き
、
そ
し
て
死
ん
で
い
っ
た
の
は
、「
武
」
の
側
面
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
名
」
が
互
い
を
排
除
せ
ず
に
響
き

合
う
時
空
で
あ
っ
た
。
彼
の
場
合
は
さ
ら
に
、
前
節
で
確
認
し
た
和
歌
の
観
念
的
な
世
界
、
す
な
わ
ち
〈
万
物
の
和
歌
〉
の
世
界
が

こ
こ
に
重
な
っ
て
く
る
。
む
し
ろ
、『
高
砂
』
の
一
節
に
あ
る
よ
う
な
、
生
き
と
し
生
け
る
者
す
べ
て
が
歌
を
詠
み
、
歌
に
詠
ま
れ

る
存
在
で
あ
る
と
い
う
理
念
を
突
き
詰
め
る
な
ら
ば
、
武
士
た
ち
も
ま
た
自
ず
と
そ
の
中
に
含
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る
。
実
際
、
世
阿
弥
は
『
蟻
通
』
の
中
で
「
お
よ
そ
歌
に
は
六
義
あ
り
。
こ
れ
六
道
の
、
巷
に
定
め
置
い
て
、
六
つ
の
色
を
見
す
る

な
り
」（
②
一
三
三
頁
）
と
語
ら
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
試
み
に
訳
せ
ば
「
和
歌
に
は
短
歌
・
長
歌
・
旋
頭
歌
・
混
本
歌
・
廻
文
歌
・

誹
諧
歌
の
六
種
類
（「
六
義
」）
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
の
六
道
に
当
て
は
め
ら
れ
て
、
和
歌

の
六
種
類
の
姿
を
現
わ
し
て
い
る
」と
い
っ
た
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
い
か
に
も
中
世
的
な
発
想
が
見
ら
れ
る
一
節
で
、ま
た「
六

義
」
と
「
六
道
」
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
解
釈
を
定
め
か
ね
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
の
だ
が
、ひ
と
ま
ず
重
要
な
点
は
、

形
を
変
え
つ
つ
も
和
歌
が
六
道
全
体
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
万
物
の
和
歌
〉
の
全
体
性
と
は
、
世
阿

弥
に
と
っ
て
修
羅
道
も
含
む
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、武
士
た
ち
の
「
名
」
が
響
き
合
う
時
空
と
は
、
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〈
万
物
の
和
歌
〉
の
一
変
奏
な
の
で
あ
る
。

も
し
仮
に
、
忠
度
の
歌
が
そ
の
「
名
」
と
と
も
に
採
録
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
が
「
文
武
」
を
繋
ぐ
結
節
点
と
な
り
、
武

士
た
ち
の
「
名
」
の
時
空
が
『
千
載
集
』
の
〈
人
間
の
和
歌
〉
の
世
界
の
中
に
位
置
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ

ば
、『
千
載
集
』
は
〈
万
物
の
和
歌
〉
の
象
徴
と
し
て
よ
り
十
全
な
も
の
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、忠
度
の
「
名
」

は
伏
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
「
名
」
を
重
視
す
る
武
士
と
い
う
存
在
が
除
外
さ
れ
、
本
来
あ
る
べ
き
全
体
性
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ

た
。
つ
ま
り
、『
千
載
集
』
自
体
が
〈
万
物
の
和
歌
〉
の
象
徴
と
し
て
不
完
全
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
々

に
と
っ
て
、
日
常
世
界
を
超
え
た
原
初
の
全
体
性
の
世
界
に
触
れ
て
ゆ
く
た
め
の
通
路
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。「
名
」
を
回
復
す
る
こ
と
で
、
一
切
が
必
然
的
な
存
在
同
士
と
し
て
出
会
う
時
空
へ
の
通
路
を
再
び
見
つ
け
た
い
と
い
う
忠

度
の
願
い
は
、
同
じ
く
通
路
を
見
失
っ
た
人
間
存
在
一
般
の
願
い
に
通
じ
る
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、
世
阿
弥
夢
幻
能
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
忠
度
の
「
妄
執
」
は
、
そ
れ
を
否
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
ワ
キ
僧

が
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
、
よ
り
純
粋
化
さ
れ
、
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
引
き
出
さ
れ
て
い
く
。
後
シ
テ
の
物
語
は
、
最
終
的
に
、
六

弥
太
が
忠
度
の
死
骸
か
ら「
行
き
暮
れ
て
」の
歌
を
見
つ
け
、「
さ
て
は
疑
ひ
嵐
の
音
に
、聞
え
し
薩
摩
の
守
に
て
ま
す
ぞ
い
た
は
し
き
」

（
①
一
五
九
頁
）
と
、
忠
度
の
名
が
、
も
は
や
疑
い
よ
う
も
な
く
「
嵐
の
音
」
の
よ
う
に
轟
く
場
面
で
終
わ
り
を
迎
え
る
。
こ
の
曲

で
は
、
須
磨
の
「
風
」
や
「
嵐
」
の
音
の
凄
ま
じ
さ
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
忠
度
の
「
名
」
を
否
定

す
る
働
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
名
」
の
大
き
さ
を
表
す
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
、
テ
ク

ス
ト
が
示
唆
す
る
忠
度
の
「
名
」
の
大
き
さ
、
す
な
わ
ち
「
名
」
が
示
す
巨
大
な
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
を

踏
ま
え
れ
ば
、
忠
度
と
い
う
「
文
武
二
道
」
の
「
名
」
を
介
す
る
こ
と
で
六
弥
太
や
ワ
キ
僧
お
よ
び
観
客
に
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
、
理
念
的
な
「
武
」
の
時
空
に
響
き
渡
る
無
数
の
武
士
た
ち
の
「
名
」
で
あ
り
、
あ
る
い
は
〈
万
物
の
和
歌
〉
の
世
界
に
お
い
て

生
き
と
し
生
け
る
も
の
た
ち
が
詠
む
「
歌
」
の
声
な
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
忠
度
の
「
名
」
が
明
ら
か
に

98



な
る
こ
と
を
通
じ
て
、
無
数
の
個
別
具
体
的
な
「
名
」
や
「
歌
」
が
互
い
に
出
会
う
こ
と
の
出
来
る
水
準
が
ワ
キ
僧
の
前
に
開
示
さ

れ
て
く
る
。
本
来
は
、『
千
載
集
』
と
い
う
勅
撰
集
が
果
た
す
は
ず
で
あ
っ
た
〈
万
物
の
和
歌
〉
の
世
界
へ
の
通
路
と
い
う
役
割
を
、

結
局
の
と
こ
ろ
忠
度
は
、
そ
の
「
名
」（
お
よ
び
「
武
」
と
「
文
」）
の
力
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
忠
度
の
「
名
」
は
、
世
阿
弥
に
よ
っ
て
単
に
個
我
的
な
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
他
者
と
の
関
係
を
背
負
っ
た
巨

大
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。
だ
が
、
い
か
に
巨
大
と
は
い
え
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
有
限
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
通
す
視
座
が
、

こ
の
曲
に
は
存
在
す
る
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
極
大
の
「
名
」
を
持
つ
存
在
で
あ
る
。
忠
度
は
臨
終
に
お
い
て
、「
光
明
遍

照
十
方
世
界
、
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
と
唱
え
、
阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
。
光
明
四
句
は
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
極
大

の
「
名
」
を
有
す
る
存
在
が
、
そ
の
慈
悲
の
光
を
全
時
空
へ
と
遍
満
さ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
念
仏
す
る
衆
生
を
救
い
取
り
、
一
人
と
し
て

見
捨
て
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
意
味
の
文
言
で
あ
る
。
そ
れ
を
唱
え
る
こ
と
は
、
己
の
有
限
性
を
自
覚
し
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
無

限
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、そ
れ
は
忠
度
の
「
名
」
と
「
妄
執
」
が
端
的
に
否
定
さ
れ
、

抹
消
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
前
場
に
お
い
て
、
ワ
キ
僧
に
よ
る
「
名
も
た
だ
法
の
声
聞
き
て
、
花
の

台
に
座
し
給
へ
」
と
い
う
弔
い
の
声
を
聞
き
、
シ
テ
が
「
仏
果
」
を
得
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
忠
度
は
そ
の
「
名
」

の
持
ち
主
の
ま
ま
、
浄
土
の
蓮
花
に
往
生
し
た
と
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
忠
度
の
「
名
」
へ
の
「
妄
執
」

を
否
定
し
、そ
れ
と
は
真
逆

0

0

の
悟
り
へ
と
向
か
わ
せ
る
と
い
う
発
想
で
は
な
く
、む
し
ろ
忠
度
の
「
名
」
と
「
妄
執
」
の
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
を
引
き
出
し
、
そ
し
て
そ
の
有
限
性
を
自
覚
し
な
が
ら
、
阿
弥
陀
の
「
名
」
の
働
き
の
一
部
と
し
て
必
然
的
な
位
置
づ
け
を
認
め

る
と
い
う
、
限
定
的
肯
定
と
で
も
言
う
べ
き
構
造
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る13
。
最
終
的
に
、
忠
度
の
「
名
」
は
、
和
歌
や
武
と
い
っ

た
日
本
の
風
土
的
・
歴
史
的
制
約
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
特
殊
な
連
続
性
を
介
し
つ
つ
、
さ
ら
に
仏
教
に
象
徴
さ
れ
る
よ
り
普
遍
的

な
時
空
へ
の
通
路
と
し
て
も
一
曲
の
中
で
顕
揚
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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お
わ
り
に
―
―
旅
を
す
る
「
花
」
た
ち
の
宇
宙

こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
本
曲
に
お
け
る
「
花
」
が
、
通
常
の
意
味
で
の
歌
道
や
そ
こ
で
歌
わ
れ
る
自
然
の
風

物
（
花
鳥
風
月
）
を
示
す
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
忠
度
に
と
っ
て
の
花
鳥
風
月
の
世
界
と
は
、
一
般
に
想
定
さ
れ
て
い
る
も

の
と
は
異
な
り
、「
武
」
の
世
界
を
も
含
み
こ
む
〈
万
物
の
和
歌
〉
の
世
界
な
の
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
一

回
的
で
無
常
な
る
存
在
が
「
花
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
忠
度
自
身
は
も
ち
ろ
ん
、
六
弥
太
や
ワ
キ
僧
も
ま
た
「
花
」
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
一
切
が
「
花
」
と
な
っ
て
、
互
い
に
宿
り
、
互
い
を
も
て
な
す
関
係
に
あ
り
、
主
と
客
は
相
互
に
反
転
し
合
う
と

い
う
、
言
わ
ば
旅
を
す
る
「
花
」
た
ち
の
宇
宙
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
忠
度
が
「
行
き
暮
れ
る
」
旅
人
で
も
あ
り
、
ワ
キ
僧
を
も
て

な
す
「
花
」
で
も
あ
る
と
い
う
両
義
的
な
あ
り
よ
う
を
し
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
だ
。

こ
こ
か
ら
は
、
第
一
に
、
世
阿
弥
が
想
定
し
て
い
た
全
体
性
の
水
準
の
広
さ
と
深
さ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
世
阿
弥
が
そ
の

能
に
お
い
て
、
武
士
や
歌
人
、
恋
を
す
る
男
女
、
そ
し
て
神
か
ら
鵺
の
よ
う
な
存
在
ま
で
を
も
幅
広
く
扱
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

根
底
に
こ
の
よ
う
な
一
切
を
連
続
的
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
水
準
を
見
据
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う14
。

第
二
に
、
一
回
的
で
個
別
具
体
的
な
存
在
や
事
象
を
決
し
て
撥
無
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
こ
に
根
差
し
て
い
く
と
い
う
思
想
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
無
常
な
る
「
花
」
た
ち
こ
そ
が
主
と
な
っ
て
、
永
遠
の
時
空
が
立
ち
上
が
る
の
だ
。
こ
れ
は
世
阿
弥
の
思
想
に

限
ら
ず
、
中
世
日
本
に
お
け
る
無
常
の
捉
え
方
と
も
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と

と
し
、
本
稿
は
こ
れ
で
擱
筆
す
る
。
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註

1　

以
下
、『
忠
度
』『
八
島
』『
高
砂
』
お
よ
び
『
蟻
通
』
か
ら
の
引
用
は
小
山
弘
志
、
佐
藤
健
一
郎
校
注
『
謡
曲
集
①
・
②
』（
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
58
・
59
）
小
学
館
、
一
九
九
七
〜
一
九
九
八
年
に
拠
り
、
必
要
に
応
じ
て
「
①
一
五
九
頁
」
の
よ
う

に
引
用
箇
所
を
表
記
す
る
。
た
だ
し
、
引
用
に
際
し
て
は
〽
の
省
略
な
ど
、
一
部
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
傍
点
は

引
用
者
に
よ
る
。

2　

窪
田
高
明
「
平
家
一
門
の
妄
執
と
救
済
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
第
二
八
号
）
一
九
八
七
年
、
一
〇
頁
。

3　

田
代
慶
一
郎
『
夢
幻
能
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
年
、
二
九
一
〜
二
頁
。

4　

玉
村
恭
「《
忠
度
》
の
花
│
│
修
羅
能
に
お
け
る
生
と
死
Ⅱ
」（『
死
生
学
研
究
』
第
一
二
号
）
二
〇
〇
九
年
、
八
四
〜
八
五
頁
。

5　

他
に
重
要
な
研
究
と
し
て
は
、
武
士
の
倫
理
思
想
に
つ
い
て
深
い
理
解
を
持
っ
て
い
た
相
良
亨
も
、「
こ
の
曲
に
即
し
て
い
う

限
り
、
花
鳥
風
月
を
忠
度
の
内
面
の
核
に
作
り
寄
せ
た
と
き
、
修
羅
の
妄
執
は
、
曲
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
シ
テ
の
「
内
面
の
核
」
に
「
武
」
の
要
素
を
認
め
て
い
な
い
（
相
良
亨
『
世

阿
弥
の
宇
宙
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
七
〇
頁
）。

6　

た
と
え
ば
『
通
盛
』
は
、
井
阿
の
原
作
を
世
阿
弥
が
大
幅
に
改
作
し
た
曲
で
あ
り
、
実
質
的
に
世
阿
弥
作
と
考
え
て
よ
い

（
伊
東
正
義
校
注
『
謡
曲
集 

下
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
新
潮
社
、
一
九
八
八
年
、『
通
盛
』
解
題
を
参
照
）
の
で
あ
る
が
、

シ
テ
通
盛
に
お
い
て
は
、
一
の
谷
の
合
戦
前
夜
に
お
け
る
妻
へ
の
恋
慕
の
あ
ま
り
「
う
し
ろ
が
み
ぞ
引
か
れ
し
」（
同
書
、

二
八
八
頁
）
と
い
う
「
恋
」
と
、合
戦
中
に
お
け
る
「
あ
つ
ぱ
れ
通
盛
も
名
の
あ
る
侍
も
が
な
討
死
せ
ん
」（
同
書
、二
八
九
頁
）

と
い
う
「
武
」
と
が
矛
盾
な
く
両
立
し
て
い
る
。

7　

こ
こ
で
確
認
し
た
武
士
の
あ
り
よ
う
は
、
共
同
体
を
背
負
い
、「
名
」
と
並
ん
で
「
利
」（
所
領
・
財
産
）
を
求
め
る
現
実
の
武
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士
の
エ
ー
ト
ス
と
は
異
な
り
、
世
阿
弥
修
羅
能
の
シ
テ
（「
利
」
を
す
べ
て
喪
失
し
た
死
者
の
霊
）
に
の
み
当
て
は
ま
る
も
の

で
あ
る
。「
名
利
」
を
求
め
る
中
世
武
士
の
倫
理
思
想
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
菅
野
覚
明
「
武
士
の
倫
理
と
政
治
│
│
中

世
の
「
道
理
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
思
想
史
講
座
２ 

中
世
』、
ぺ
り
か
ん
社
）
二
〇
一
二
年
、
一
四
七
〜
一
八
一
頁
を
参
照
。

8　

た
と
え
ば
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
巻
第
九
「
忠
教
最
期
」
で
は
六
弥
太
の
呼
び
か
け
に
対
し
「
是
は
み
か
た
ぞ
」
と
答
え
、
敵

で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
「
に
ッ
く
い
や
つ
か
な
。
み
か
た
ぞ
と
言
は
ば
、
言
は
せ
よ
か
し
」
と
述
べ
て
戦
闘
に
入
る
（
梶

原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
『
平
家
物
語 

下
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
45
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
一
七
〇
〜
一
七
一
頁

参
照
）。
ま
た
、『
平
家
物
語
』
諸
本
と
の
比
較
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
も
の
と
し
て
、岩
城
賢
太
郎
「
謡
曲
〈
忠
度
〉
論
│
│
「
文

武
二
道
」
の
武
人
シ
テ
忠
度
の
造
型
│
│
」（『
筑
波
大
学
平
家
部
会
論
集
』
第
八
巻
）
二
〇
〇
〇
年
、一
二
〜
二
五
頁
を
参
照
。

9　
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五 
和
歌 
一
七
一
「
能
因
法
師
の
祈
雨
の
歌
と
白
河
関
の
歌
の
事
」（
西
尾
光
一
・
小
林
保
治
校
注
『
新

潮
日
本
古
典
集
成　

古
今
著
聞
集 
上
』
新
潮
社
、
一
九
八
三
年
、
二
二
四
〜
二
二
五
頁
）。
た
だ
し
、『
能
因
法
師
集
』
に
よ

れ
ば
実
際
の
奥
州
行
脚
の
際
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

10　
「
子
孫
が
生
き
残
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
時
、彼
の
死
は
、子
孫
の
繁
栄
を
期
待
し
て
の
死
と
い
う
側
面
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
武
士
に
と
っ
て
、
時
に
、
己
の
繁
栄
も
子
孫
の
繁
栄
を
も
思
い
切
る
べ
き
時
が
あ
っ
た
。（
中
略
）
名
は
、
す
べ
て
の

も
の
を
思
い
切
っ
て
も
、
こ
れ
だ
け
は
思
い
切
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
、
も
っ
と
も
大
切
な
も
の
な
の
で
あ
っ
た
」（
相
良

亨
『
武
士
道
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）、
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
、
七
九
〜
八
〇
頁
）。

11　

た
と
え
ば
神
た
ち
が
荒
振
り
、「
石い

は

根ね

・
木
立
・
草
の
片か
き

葉は

も
」〝
言
葉
〞
を
発
す
る
（『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
条
な
ど
）

と
語
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
を
想
定
し
て
い
る
。

12　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
正
英
「
花
鳥
風
月
と
し
て
の
自
然
の
成
立
」（『
自
然
│
│
倫
理
学
的
考
察
』）
一
九
七
九
年
、

一
三
一
〜
一
五
二
頁
も
参
照
。
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13　

鈴
木
さ
や
か
は
、
テ
ク
ス
ト
を
丹
念
に
読
み
込
み
、
仏
の
次
元
ま
で
も
考
慮
し
た
注
目
す
べ
き
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
忠
度

の
「
名
」
へ
の
執
着
に
関
し
て
は
、
ワ
キ
に
よ
っ
て
十
分
に
受
け
止
め
ら
れ
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
忠
度
の
「
名
」
を
あ
く
ま
で
個
我
の
次
元
で
し
か
捉
え
て
い
な
い
（「
能
『
忠
度
』
考
│
│
「
花

こ
そ
主
な
り
け
れ
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（『
国
際
関
係
・
比
較
文
化
研
究
』
第
二
十
一
巻
第
二
号
）
二
〇
二
三
年
、

一
〜
二
三
頁
）。

14　

こ
の
よ
う
な
世
阿
弥
の
世
界
把
握
の
深
さ
に
最
も
迫
り
得
た
の
が
相
良
亨
『
世
阿
弥
の
宇
宙
』（
前
掲
）
で
あ
る
。
だ
が
筆
者

の
見
る
と
こ
ろ
、
相
良
は
存
在
者
を
位
置
づ
け
る
「
宇
宙
」
を
理
解
す
る
枠
組
み
と
し
て
、
近
世
的
な
無
窮
の
天
地
観
を
投

影
し
て
し
ま
い
、
無
常
性
を
二
次
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、『
忠
度
』
の
解

釈
に
際
し
て
、「
花
こ
そ
主
な
り
け
れ
」
と
い
う
箇
所
は
「
こ
の
世
の
花
の
追
求
か
ら
永
遠
の
大
地
と
と
け
合
う
花
性
に
純
化

し
昇
華
し
た
〝
花
の
忠
度
〞
を
謡
う
も
の
」（
一
七
〇
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
風
」「
嵐
」
と
い
う
無
常
に
接
す
る

も
の
と
し
て
描
か
れ
る
『
忠
度
』
の
「
花
」
か
ら
は
乖
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。『
忠
度
』
の
「
花
」
は
、む
し
ろ
相
良
が
『
武

士
道
』（
前
掲
）の
中
で『
葉
隠
』武
士
道
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
指
摘
し
た
、「
地
上
の
も
の
で
あ
り
つ
つ
地
上
を
こ
え
た
人
倫
、

名
の
は
こ
ば
れ
る
場
と
し
て
の
武
士
社
会
の
無
窮
さ
」（
一
三
九
頁
）
の
方
に
よ
り
近
い
構
造
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。
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