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「
和
歌
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
︑
こ
れ
が
意
外
と
難
し
い
︒「
五
・
七
・
五
・
七
・
七
」
と
い

う
三
十
一
字
の
形
式
の
中
に
文
字
を
埋
め
込
む
だ
け
な
の
だ
が
︑
そ
ん
な
に
簡
単
で
は
な
い
︒
ま
た
古
典
の
授
業
で

万
葉
集
・
古
今
集
・
新
古
今
集
の
特
徴
を
学
ん
で
も
︑
比
喩
表
現
な
ど
は
ど
の
歌
集
に
も
あ
る
の
で
︑
い
ざ
区
別

を
す
る
と
な
る
と
躊
躇
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
比
喩
表
現
だ
け
で
な
く
︑
枕
詞
・
掛
詞
・
序
詞
な
ど
の
修
辞

技
法
を
学
ぶ
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
と
︑
ま
す
ま
す
和
歌
の
世
界
が
無
味
乾
燥
に
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
︒

少
し
極
論
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
︑
万
葉
集
に
次
い
で
古
今
集
か
ら
始
ま
る
勅
撰
集
の
歴
史
の
中
で
︑
ど
ん

な
に
繊
細
で
優
美
な
言
葉
を
駆
使
し
て
も
︑
そ
れ
は
「
三
十
一
字
」
と
い
う
有
限
の
世
界
を
再
生
産
す
る
に
過
ぎ

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ど
ん
な
に
優
美
な
言
葉
も
そ
れ
が
平
板
で
あ
る
か
ぎ
り
︑「
三
十
一
字
」
と
い
う
世

界
を
単
に
別
の
言
葉
で
置
き
換
え
た
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
︒

「
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
︑
三
十
一
字
の
中
に
よ
り
多
く
の
事
柄
や
感
情
を
籠
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
︵
い
か
に
そ
の

有
限
性
を
打
破
す
る
か
︶」
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
明
快
な
方
向
を
打
ち
出
し
た
の
が
︑
藤
原
俊
成
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

「
三
十
一
字
」
と
い
う
小
宇
宙
の
中
に
無
限
の
拡
が
り
を
持
っ
た
世
界
を
導
入
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
と
考

え
た
の
で
あ
ろ
う
︒
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崇
徳
天
皇
御
時
の
「
久
安
百
首
」
に
詠
じ
た
彼
の
自
讃
歌
の
一
つ
︑

　
夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
鶉
鳴
く
な
り
深
草
の
里 

︵
千
載
・
秋
上
︶

を
例
に
挙
げ
て
み
よ
う
︒
伝
統
的
な
王
朝
和
歌
の
世
界
で
は
「
秋
風
」
と
は
単
に
冷
た
く
寂
し
い
だ
け
で
な
く
︑

相
手
の
女
に
「
飽
き
︵
倦
き
︶」
た
こ
と
を
掛
け
る
の
が
普
通
で
︑
来
な
い
男
を
待
つ
こ
と
を
耐
え
忍
ぶ
女
の
姿
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
る
︒
そ
う
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
以
前
の
王
朝
歌
人
に
と
っ
て
は
︑
野
辺
の
秋
風
が
身
に
し
み
て

感
じ
て
い
る
「
女
」
が
し
み
じ
み
と
深
草
の
里
で
鶉
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
い
る
と
い
う
風
に
し
か
解
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
︑
当
時
の
歌
人
︵
俊
恵
法
師
︶
は
二
句
と
三
句
の
関
係
が
直
接
的
に
過
ぎ
て
無
念
だ
な

ど
と
非
難
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
俊
成
は
「
こ
れ
は
伊
勢
物
語
に
︑
深
草
の
里
の
女
が
『
鶉
と
な
り

て
』
と
い
へ
る
事
を
︑
は
じ
め
て
詠
み
出
で
侍
り
し
︵
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
・
八
王
子
七
番
判
詞
︶」
と
語
り
︑
物
語
の
世

界
を
導
入
し
た
と
の
表
明
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
伊
勢
物
語
の
世
界
と
は
︑

　
　
む
か
し
︑
男
あ
り
け
り
︒
深
草
に
す
み
け
る
女
を
︑
や
う
や
う

　
　
倦
き
が
た
に
や
思
ひ
け
む
︑
か
か
る
歌
を
よ
み
け
り
︒

年
を
経
て
す
み
こ
し
里
を
い
で
て
い
な
ば
い
と
ど
深
草
野
と
や
な
り
け
む

　
　
女
︑
返
し

野
と
な
ら
ば
う
づ
ら
と
な
り
て
鳴
き
を
ら
む
か
り
に
だ
に
や
は
君
は
来
ざ
ら
む
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と
よ
め
り
け
る
に
め
で
て
︑
ゆ
か
む
と
思
ふ
心
な
く
な
り
に
け
り
︒ 

︵
一
二
三
段
︶

こ
れ
に
拠
る
と
︑「
鶉
」
と
は
鳴
き
な
が
ら
男
を
待
つ
「
女
の
化
身
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
俊
成
歌
の
狙
い
は

物
語
の
世
界
を
「
三
十
一
字
」
の
中
に
取
り
込
ん
だ
こ
と
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
伊
勢
物
語
の
世
界
か
ら
「
鶉
」
を

登
場
さ
せ
︑
そ
の
鶉
に
男
を
待
つ
女
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
し
み
じ
み
と
し
た
情
感
を
醸
し
出
す
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
︒

こ
の
俊
成
の
提
唱
す
る
和
歌
と
は
︑
物
語
世
界
を
想
起
さ
せ
る
「
言
葉
︵
例
で
は
︑
鶉
︶」
を
取
り
込
む
こ
と
で
︑

新
し
い
情
調
美
︵
複
雑
な
余
情
美
︶
の
空
間
を
創
り
出
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
分
か
り
や
す
く
言
う
と
︑「
鶉
」
と
い
う

言
葉
か
ら
伊
勢
物
語
の
世
界
を
思
い
浮
か
べ
た
上
で
︑「
夕
さ
れ
ば
」
歌
を
感
じ
取
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
物
語

を
想
起
さ
せ
る
「
言
葉
」
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
︑「
三
十
一
字
」
以
上
の
内
容
を
盛
り
込
む
こ
と
︵
無
限
の
拡
が
り

を
詠
む
こ
と
︶
に
な
り
︑
和
歌
の
持
つ
新
た
な
可
能
性
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

繰
り
返
し
に
な
る
が
︑「
三
十
一
字
」
の
中
に
凝
縮
し
た
別
の
世
界
を
取
り
込
む
と
い
う
方
法
は
︑
そ
れ
ま
で
の

「
三
十
一
字
」
に
無
限
の
拡
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
凝
縮
し
た
別
の
世
界
と
い
う
も
の

を
︑
有
名
な
「
古
歌
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑「
本
歌
取
り
」
と
い
う
可
能
性
を
示
し
た
こ
と
に
も
な
る
︒

有
名
な
「
古
歌
」
の
持
つ
諸
々
の
概
念
や
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
か
べ
た
上
で
︑「
三
十
一
字
」
を
超
え
る
新
し
い
拡

が
り
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

俊
成
は
九
条
家
の
和
歌
師
範
と
し
て
招
か
れ
て
以
降
︑
良
経
に
和
歌
の
指
導
を
行
い
︑
そ
の
叔
父
慈
円
を
も
巻
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き
込
み
な
が
ら
九
条
家
歌
壇
を
形
成
す
る
︒
こ
の
九
条
家
歌
壇
最
大
の
催
し
が
『
六
百
番
歌
合
』
で
あ
り
︑
こ
こ

で
も
物
語
世
界
の
導
入
に
関
し
て
︑「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」
と
い
う
有
名
な
俊
成
判
詞
︵
冬
十

三
番
︶
を
持
つ
︒

本
書
で
扱
う
『
後
京
極
殿
御
自
歌
合
』『
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
』
は
︑
九
条
家
の
良
経
と
︑
そ
の
叔
父
の
慈
円
の
自

歌
合
で
あ
る
︒「
自
歌
合
」
と
は
︑
自
ら
の
詠
歌
を
左
右
に
番
え
て
歌
合
形
式
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
中
世
に
お
い

て
は
︑
文
芸
意
識
の
高
揚
を
背
景
に
︑
秀
歌
を
結
番
し
︑
当
時
の
歌
壇
指
導
者
に
加
判
を
仰
ぐ
秀
歌
撰
的
性
格
を

有
す
る
︒
両
自
歌
合
共
に
俊
成
に
よ
る
判
詞
を
持
ち
︑
新
古
今
前
夜
に
お
け
る
歌
壇
第
一
人
者
の
俊
成
歌
論
の
精

髄
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
先
述
の
「
夕
さ
れ
ば
」
歌
の
判
詞
も
『
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
』
に
再
録
さ
れ
て
お
り
︑『
六

百
番
歌
合
』
と
共
に
︑
両
自
歌
合
の
和
歌
史
的
意
義
は
は
な
は
だ
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

最
後
に
︑『
新
古
今
和
歌
集
』
を
読
む
た
め
に
は
︑
俊
成
・
定
家
父
子
の
提
唱
す
る
歌
論
の
理
解
が
必
要
と
思
わ

れ
る
︒
そ
の
た
め
に
も
︑
本
書
で
取
り
扱
う
『
後
京
極
殿
御
自
歌
合
』『
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
』
を
読
む
こ
と
を
強
く

お
勧
め
し
た
い
︒

　
平
成
二
十
三
年
十
月
吉
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
究
会
を
代
表
し
て

石
川　

一　
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例

一
︑
藤
原
良
経
の
『
後
京
極
殿
御
自
歌
合
』︑
お
よ
び
慈
円
の
『
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
』
を
翻
刻
し
︑　
語
注
・
通
釈
を
施
し
た

も
の
で
あ
る
︒

二
︑『
後
京
極
殿
御
自
歌
合
』
の
底
本
に
は
細
川
家
永
青
文
庫
本
『
百
番
哥
合
』︵
午
卅
六
・
五
印
︶
を
用
い
た
︒
解
釈
に
あ
っ

て
は
永
青
文
庫
本
の
本
文
を
尊
重
す
る
よ
う
努
め
た
が
︑
他
本
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
場
合
も
あ
る
︒
校
合
に
は
次
の
伝
本

を
適
宜
用
い
た
︒
な
お
確
認
の
た
め
に
︑
青
木
賢
豪
「
校
本
『
後
京
極
殿
御
自
歌
合
︵
上
・
下
︶』︵
日
本
大
学
農
獣
医
学
部
一

般
教
養
研
究
紀
要
二
四
・
二
五
号
︑
昭
和
六
十
三
年
・
平
成
二
年
︶
を
参
照
し
た
︒

　
　
一
類
本

　
　
　
①
宮
内
庁
書
陵
部
本
『
百
番
哥
合
』︵
五
〇
一
・
六
一
六
︶〈
書
〉

　
　
　
②
宮
内
庁
書
陵
部
東
山
御
文
庫
本
『
百
番
歌
合
』︵
五
〇
一
・
六
一
六
︶〈
東
〉

　
　
　
③
宮
城
県
立
図
書
館
伊
達
文
庫
本
『
後
京
極
百
番
歌
合
』︵
伊
九
一
一
・
二
八
・
九
︶〈
伊
〉

　
　
　
④
神
宮
文
庫
本
『
百
番
歌
合
』︵
三
・
一
〇
二
六
︶〈
神
〉

　
　
　
⑤
岡
山
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
図
書
館
歌
合
類
聚
本
『
百
番
歌
合
』︵
黒
一
一
・
Ｇ
六
九
︶〈
ノ
乙
〉

　
　
　
⑥
群
書
類
従
本
〈
群
〉

　
　
二
類
本

　
　
　
①
水
府
明
徳
会
彰
考
館
文
庫
本
『
後
京
極
摂
政
殿
自
歌
合
』︵
巳
一
三
・
〇
七
二
四
七
︶〈
彰
〉

　
　
　
②
島
原
公
民
館
松
平
文
庫
本
『
百
番
歌
合
』︵
一
三
八
・
四
七
︶〈
松
〉
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③
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
本
『
百
番
歌
合
』︵
一
三
・
五
六
︶〈
尊
〉

　
　
　
④
岡
山
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
図
書
館
黒
川
家
本
『
百
番
自
歌
合
』︵
黒
一
・
Ｄ
五
四
︶〈
ノ
甲
〉

　
　
　
⑤
歌
合
部
類
本
〈
部
〉

　
　
ま
た
『
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
』
の
底
本
に
は
細
川
家
永
青
文
庫
本
『
日
吉
歌
合　
慈
鎮
和
尚
』︵
一
〇
七
・
三
六
・
五
︶
を
用

い
︑
石
川
一
『
校
本
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
』︵
広
島
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
二
三
号
︑
昭
和
六
十
三
年
︶
を
参
照
し
つ
つ
︑
問
題
の
あ

る
箇
所
に
限
り
校
合
本
と
し
て
次
の
伝
本
を
適
宜
用
い
た
︒

　
　
一
類
本

　
　
　
①
細
川
家
永
青
文
庫
本
『
吉
水
前
大
僧
正
自
歌
合
』︵
一
〇
七
・
三
六
・
七
︶

　
　
　
②
宮
内
庁
書
陵
部
本
『
日
吉
社
歌
合
』︵
五
〇
一
・
六
一
八
︶

　
　
　
③　
同　
歌
合
部
類
本
︵
一
五
一
・
三
六
一
︶

　
　
　
④　
同　
桂
宮
本
『
歌
合　
大
比
叡
社
十
五
番
』︵
五
一
〇
・
五
四
︶

　
　
　
⑤
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
高
松
宮
本
『
日
吉
社
歌
合
』︵
高
五
六
︶〈
高
〉

　
　
　
⑥　
同　
『
大
比
叡
十
五
番
哥
合
』︵
高
五
四
︶

　
　
　
⑦
内
閣
文
庫
本
『
山
王
七
社
歌
合
』︵
二
〇
一
・
二
二
九
︶〈
内
〉

　
　
　
⑧
水
府
明
徳
会
彰
考
館
文
庫
本
『
日
吉
七
社
歌
合
』︵
巳
一
二
・
〇
七
二
一
一
二
五
︶

　
　
　
⑨　
同　
『
七
社
歌
合　
一
名
大
比
叡
』︵
巳
一
二
・
〇
七
二
二
一
︶

　
　
　
⑩
東
京
大
学
蔵
本
『
日
吉
七
社
哥
合
』︵
Ａ
〇
〇
・
六
二
二
六
︶〈
東
〉

　
　
　
⑪
賀
茂
三
手
泉
亭
文
庫
本
『
七
社
歌
合
』︵
歌
・
宇
︶
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⑫
大
東
急
紀
念
文
庫
本
『
日
吉
社
歌
合
』︵
四
一
・
二
四
・
三
〇
五
一
︶

　
　
　
⑬
宮
城
県
立
図
書
館
伊
達
文
庫
本
『
日
吉
七
社
歌
合
』︵
伊
九
一
一
・
二
八
・
二
︶

　
　
二
類
本

　
　
　
①
神
宮
文
庫
本
『
日
吉
社
歌
合
』︵
三
・
一
〇
二
二
︶〈
神
〉

　
　
　
②
島
原
公
民
館
松
平
文
庫
本
『
日
吉
七
社
歌
合
』︵
一
三
八
・
四
九
︶

　
　
　
③
東
京
大
学
歌
合
類
纂
本
『
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
』︵
一
一
・
一
八―

一―

一
・
二
︶

　
　
　
④
群
書
類
従
本
〈
群
〉

三
︑
翻
刻
に
際
し
て
は
可
能
な
範
囲
内
で
底
本
の
原
態
を
復
元
で
き
る
よ
う
配
慮
し
つ
つ
︑
左
の
方
針
に　
よ
っ
て
本
文
を

作
成
し
た
︒

1　
字
体
は
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
を
用
い
た
︒
た
だ
し
︑「
泪
」「
烟
」
な
ど
︑
若
干
の
字
体
に
つ
い
て
︑
校
注
者

の
判
断
で
用
い
る
場
合
が
あ
る
︒

2　
仮
名
遣
い
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
統
一
し
た
︒
底
本
の
仮
名
遣
い
が
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
異
な
る
場
合
に
は
︑
底

本
の
仮
名
遣
い
を
︵　
︶
で
囲
み
︑
振
り
仮
名
の
形
で
傍
記
し
た
︒

3　
清
濁
を
分
か
ち
︑
判
詞
・
詞
書
に
は
句
読
点
・
返
り
点
な
ど
を
付
す
︒

4　
仮
名
に
は
適
宜
漢
字
を
宛
て
︑
も
と
の
仮
名
を
振
り
仮
名
の
形
で
示
し
た
︒

5　
難
読
の
漢
字
・
宛
字
に
や
送
り
仮
名
が
な
い
た
め
に
読
み
に
く
い
場
合
は
︑︵　
︶
に
入
れ
て
読
み
仮
名
を
付
し
た
︒

6　

反
復
記
号
の
「
ゝ
」「

く
」
は
︑
仮
名
の
反
復
の
場
合
は
底
本
の
通
り
と
し
た
︒
た
だ
し
︑
漢
字
の
反
復
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
「

く
」
や
︑
品
詞
の
変
わ
る
場
合
は
︑「
々
」
や
仮
名
ま
た
は
漢
字
を
宛
て
︑
も
と
の
反
復
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記
号
は
振
り
仮
名
と
し
て
残
し
た
︒

四
︑
和
歌
に
『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
の
両
自
歌
合
の
歌
番
号
を
付
し
た
︒

五
︑
解
説
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
構
成
に
よ
る
︒

1　
『
秋
篠
月
清
集
』『
拾
玉
集
』
の
所
収
状
況
︑
勅
撰
集
・
私
撰
集
︵
範
囲
は
︑
お
お
よ
そ
新
古
今
時
代
ま
で
︶
な
ど
の
入

集
状
況
を
掲
載
し
た
︒

2　
本
歌
を
掲
げ
︑
関
連
を
考
え
う
る
歌
や
詩
文
は
参
考
と
し
て
掲
げ
た
︒

3　
○
印
を
付
し
て
注
す
べ
き
語
句
を
掲
げ
て
注
を
加
え
た
︒

4　
和
歌
に
は
︑〈
歌
意
〉〈
通
釈
〉︑
判
詞
に
つ
い
て
も
同
様
に
〈
通
釈
〉
を
付
し
た
︒

5　
▽
印
を
付
し
て
︑
解
釈
や
鑑
賞
の
参
考
と
な
る
こ
と
を
示
し
た
︒
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判
詞

○
言
葉
の
露―

歌
こ
と
ば
の
情
趣
美
。　
○
光―

輝
く
こ
と
。

〈
通
釈
〉
左
の
「
月
日
の
影
の
め
ぐ
り
き
て
」
と
ご
ざ
い
ま
す
が
、
詞
の
情
趣
美
が
も
う
少
し
輝
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

　
　
　
　
十
四
番　
無
常

　
　
　
　
　
左

182　
　
わ
れ
も
い
つ
ぞ
あ
ら
ま
し
か
ば
と
見み

し
人
を
忍
ぶ
と
す
れ
ば
い
と
ゞ
そ
ひ
行
（
ゆ
く
）

　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
右
勝

183　
　
は
か
な
さ
に
い
か
で
堪た

へ
ま
し
是
（
こ
れ
）ぞ
此
（
こ
の
）世
の
こ
と
わ
（
は
）
り
と
思
（
お
も
ひ
）な
さ
ず
は

左
右
、
共
に
姿す
が
た・
言こ
と

葉
を
（
お
）
か
し
く
は
侍
（
は
べ
り
）を
、
左
は
「
な
き
が
多お
ほ

く
も
」
と
い
ふ
哥
な
ど
も
侍
（
は
べ
り
）を
、
右
哥
「
此
（
こ
の
）世
の
こ

と
わ
（
は
）
り
」
と
い
へ
る
、
心
・
理
、
し
か
る
べ
く
め
づ
ら
し
く
も
侍
（
は
べ
り
）に
や
。
勝ま
さ

る
べ
き
に
や
。

【
解
説
】

182　

拾
玉
集
・
四
季
雑
各
廿
首
都
合
百
首
・
雑
三
二
七
二

3059
（
初
句
「
わ
れ
も
い
づ
ら
」）、
新
古
今
・
哀
傷
八
三
五　

本
歌
「
世

の
中
に
あ
ら
ま
し
か
ば
と
思
ふ
人
な
き
が
多
く
も
成
り
に
け
る
か
な
」（
拾
遺
・
哀
傷
一
二
九
九　
藤
原
為
頼
）

○
い
つ
ぞ―

何
時
。
異
文
「
い
づ
ら
」
で
は
ど
こ
の
意
。　
○
あ
ら
ま
し
か
ば
と―

生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ら
良
か
っ
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た
の
に
と
。　
○
そ
ひ
行―

数
が
増
え
て
ゆ
く
。

〈
歌
意
〉
私
も
い
つ
死
が
訪
れ
る
の
だ
ろ
う
。「
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ら
良
か
っ
た
の
に
」
と
、
出
会
っ
た
人
を
思
い
偲
ぼ

う
と
し
て
気
が
付
い
て
み
る
と
、
ま
す
ま
す
亡
く
な
る
方
の
数
が
増
え
て
ゆ
く
の
だ
っ
た
。

183　
拾
玉
集
・
御
裳
濯
百
首
・
無
常
五
八
〇
580

○
堪
へ
ま
し―
（
疑
問
を
表
す
語
と
共
に
用
い
て
）
ど
う
じ
っ
と
我
慢
し
た
も
の
だ
ろ
う
。　

○
世
の
こ
と
わ
り―

世
の
中
の

定
め
。「
秋
風
の
吹
け
ば
さ
す
が
に
わ
び
し
き
は
世
の
こ
と
わ
り
と
思
ふ
も
の
か
ら
」（
後
撰
・
秋
二
五
〇　

読
人
不
知
）　

○

思
な
さ
ず
は―

思
い
込
ま
な
か
っ
た
な
ら
ば
。
反
実
仮
想
。

〈
歌
意
〉
人
が
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
空
し
さ
に
、
ど
う
し
た
ら
堪
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
こ
の
世
の
定
め
と
思
い
こ
ま

な
か
っ
た
な
ら
ば
。

判
詞

○
し
か
る
べ
く―

立
派
で
あ
る
。　
○
め
づ
ら
し
く
も―

め
ず
ら
し
く
と
（
永
青
文
庫
本
）

〈
通
釈
〉
左
右
、
共
に
歌
体
や
言
葉
が
趣
深
く
ご
ざ
い
ま
す
が
、
左
は
「
な
き
が
多
く
も
」
と
い
う
本
歌
な
ど
も
ご
ざ
い
ま
す

が
、
右
の
歌
の
「
世
の
こ
と
わ
り
」
と
い
う
、
心
や
道
理
は
、
立
派
で
素
晴
ら
し
く
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
勝
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
か
。
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十
五
番　
菩
薩
十
度
中
、
檀
波
羅
密
を

　
　
　
　
　
左
持

184　
　
今い
ま

は
わ
れ
山
の
端は

近ぢ
か

き
月
を
だ
に
を
（
お
）
し
む
ま
じ
と
ぞ
思
（
お
も
ひ
）知し

り
ぬ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
法
師
品

　
　
　
　
　
右

185　
　
心
す
む
草
の
庵い
ほ
り
の
法
の
水
に
う
れ
し
く
月
の
影
宿や
ど

す
ら
ん

両
方
勝
劣
な
く
侍
（
は
べ
り
）に
や
。
よ
り
て
持
と
す
べ
き
。
猶
、
哥
の
道
、
か
や
う
に
知し

り
顔が
お

に
申
（
ま
う
し

侍
は
べ
る
）事
、
返
々
か
た
わは

ら

い
た
く
侍
れ
ど
、
か
つ
は
神
鑒
を
恐お
そ

る
ゝ
よ
り
て
所
存
か
さ
ね
て
申
（
ま
う
し
）の
ぶ
べ
く
侍
（
は
べ
る
な
り
）
也
。

お
ほ
か
た
は
、
哥
は
か
な
ら
ず
し
も
を
（
お
）
か
し
き
節ふ
し

を
い
ひ
、
事
の
理
を
言い

ひ
切き

ら
ん
と
せ
ざ
れ
ど
も
、
本
（
も
と
よ
り
）自詠
哥
と

い
ひ
て
、
た
ゞ
読よ

み
上あ

げ
た
る
に
も
、
う
ち
詠な
が

め
た
る
に
も
、
な
に
と
な
く
艶え
ん

に
も
幽
玄
に
も
き
こ
ゆ
る
事
有（
あ
る
）な
る

べ
し
。
よ
き
哥
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
そ
の
言こ
と

葉
。
姿
の
外ほ
か

に
、
景
気
の
添そ

ひ
た
る
や
う
な
る
事
有（
あ
る
）に
や
。
た
と
へ
ば
、

春
花
の
あ
た
り
に
霞か
す
み
の
た
な
び
き
、
秋
月
の
前
に
鹿
の
こ
ゑ
を
聞き

き
、
垣か
き

根ね

の
梅む
め

に
春
の
風
の
匂に
お

ひ
、
嶺
の
紅
葉
に

時し
ぐ
れ雨
の
う
ち
そ
ゝ
ぎ
な
ど
す
る
や
う
な
る
事
の
、
う
か
び
て
添そ

へ
る
な
り
。
常
に
申
（
ま
う
す
）や
う
に
侍
れ
ど
、
か
の
「
月
や

あ
ら
ぬ
春
や
昔む
か
し
の
」
と
い
ひ
、「
む
す
ぶ
手て

の
し
づ
く
に
濁に
ご

る
」
な
ど
い
へ
る
也
（
な
り
）。
な
に
と
な
く
め
で
た
く
聞き

こ
ゆ

る
也
（
な
り
）。

か
や
う
な
る
姿
・
詞
に
詠よ

み
似に

せ
ん
と
思お
も

へ
る
歌う
た

は
、
近ち
か

き
世
に
は
有あ
り

が
た
き
事
な
る
を
、
こ
の
近ち
か

き
年と
し

よ
り
此
（
こ
の
）か
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た
見み

え
侍
る
御
お
ほ
む

百
首
ど
も
、
か
つ
は
こ
の
御
哥
合
な
ど
ぞ
、
ま
こ
と
に
有
（
あ
り
）が
た
き
こ
と
ゝ
は
見
え
侍
れ
。

す
べ
て
此
（
こ
の
）道
は
、
い
み
じ
く
言い

は
ん
と
思
（
お
も
ひ
）、
ふ
る
き
物
を
も
見み

尽つ

く
さ
む
な
ど
す
る
に
も
、
更さ
ら

に
よ
ら
ざ
る
べ
し
。

か
つ
は
た
ゞ
前さ
き

の
世
の
契
（
ち
ぎ
り
）な
る
べ
し
。
す
べ
て
詩
哥
の
道
も
大
聖
文
殊
の
御
お
ほ
む

知
恵
よ
り
お
こ
れ
る
事
な
れ
ば
、
文
殊

の
御
垂
跡
も
こ
の
砌
（
み
ぎ
り
）に
は
跡あ
と

を
垂た

れ
、
社
檀
を
並な
ら

べ
て
お
は
し
ま
せ
ば
、
こ
の
御
哥
合
を
ば
い
づ
れ
に
も
い
か
ば
か

り
も
て
あ
そ
び
、
御
お
ほ
む

納
受
侍
ら
ん
ず
ら
ん
。
当
来
普
賢
如
来
も
光
を
和
（
や
は
ら
）げ
て
、
あ
ま
ね
く
み
そ
な
は
す
ら
ん
と
ぞ
お

ぼ
え
侍
る
。

186　
　
受う

け
取と

り
き
う
き
身
な
り
と
も
ま
ど
は
す
な
御み

法
の
月
の
入
（
い
り
）が
た
の
空

【
解
説
】

184　
拾
玉
集
・
十
題
百
首
・
釈
教
一
五
八
四
（
ナ
シ
）

○
菩
薩
十
度―

十
波
羅
密
の
こ
と
。
彼
岸
に
到
達
す
る
た
め
に
、
菩
薩
が
実
践
す
べ
き
修
行
を
い
う
。　
○
檀
波
羅
蜜―

一
切
俗
物
を
捨
て
た
出
家
修
行
。「
檀
」
は
檀
那
の
略
で
、
布
施
の
こ
と
。　

○
山
の
端
近
き
月―

死
に
近
づ
い
て
ゆ
く

自
身
の
比
喩
。「
落
ち
か
か
る
山
の
端
近
き
月
影
は
い
つ
ま
で
思
ふ
わ
が
身
な
り
け
り
」（
頼
政
集
二
三
六
）　

○
を
し
む
ま

じ―

惜
し
む
べ
き
で
な
い
。　

〈
歌
意
〉
今
は
私
は
、
山
の
端
に
近
い
月
で
さ
え
惜
し
む
べ
き
で
は
な
い
と
わ
き
ま
え
知
っ
た
。

▽
自
身
へ
の
愛
着
を
捨
て
る
こ
と
も
檀
波
羅
蜜
の
一
つ
。

185　
拾
玉
集
（
未
見
）
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○
法
師
品―

『
法
華
経
』
第
十
品
。
高
原
鑿
水
の
喩
を
説
く
。　

○
す
む―

「
澄
む
」「
住
む
」
を
掛
け
る
。　

○
法
の
水

―

「
法
水
」
の
訓
読
。
仏
の
教
え
が
衆
生
の
煩
悩
を
洗
い
落
と
し
て
清
浄
に
す
る
の
を
水
に
喩
え
た
。　
○
月―

真
如
の
月
。

衆
生
の
迷
い
を
開
く
仏
法
の
真
理
を
闇
夜
を
照
ら
す
月
に
喩
え
た
。

〈
歌
意
〉
心
が
澄
ん
で
ゆ
く
、
わ
び
住
ま
い
の
中
で
の
法
水
に
、
嬉
し
く
も
真
如
の
月
の
影
を
宿
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

判
詞

○
知
り
顔―
知
っ
て
い
る
よ
う
な
顔
付
き
。　
○
神
鑒
を
恐
る
ゝ
よ
り
て―

神
の
照
覧
す
る
前
で
、
自
己
の
所
存
を
正
直

に
申
し
上
げ
な
い
の
は
恐
れ
多
い
の
で
。　

○
所
存
か
さ
ね
て―

俊
成
は
前
に
も
同
様
の
所
存
を
開
陳
し
て
い
る
の
で
、

「
か
さ
ね
て
」
と
言
っ
た
。
建
久
六
年
正
月
民
部
卿
経
房
家
歌
合
と
建
久
八
年
七
月
式
子
内
親
王
に
奉
っ
た
古
来
風
躰
抄

に
も
以
下
と
同
様
の
内
容
を
展
開
し
て
い
る
。　

○
か
な
ら
ず
し
も
〜
せ
ざ
れ
ど
も―

趣
向
の
面
白
さ
に
だ
け
溺
れ
る

輩
、
あ
る
い
は
事
理
を
あ
ら
わ
に
言
い
切
る
だ
け
で
満
足
す
る
輩
の
多
か
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。　
○
読
み
上
げ
た
る

に
も―

「
声
に
つ
き
て
」（
古
来
風
躰
抄
）。
歌
の
声
調
に
基
づ
く
イ
メ
ー
ジ
を
重
視
し
、
そ
こ
に
象
徴
的
な
余
情
の
世
界
を

見
て
い
る
。
韻
律
論
的
余
情
主
義
（
藤
平
春
男
『
新
古
今
歌
風
の
形
成
』）。　

○
な
に
と
な
く―

論
理
的
に
説
明
し
に
く
い
の

で
、「
な
ん
と
な
く
」
と
い
う
の
で
あ
る
。　
○
艶
に
も
幽
玄
に
も―

民
部
卿
家
歌
合
で
は
「
艶
に
も
を
か
し
く
も
」、
古

来
風
躰
抄
で
は
「
艶
に
も
あ
は
れ
に
も
」。
複
合
的
余
情
美
で
あ
る
。　

○
景
気―

歌
論
用
語
。
言
語
に
よ
っ
て
喚
起
さ

れ
る
視
覚
的
映
像
、
絵
画
的
イ
メ
ー
ジ
。　
○
う
か
び
て―
彷
彿
た
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
。　
○
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔

の
」―

「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
我
が
身
一
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」（
古
今
・
恋
七
四
七　
在
原
業
平
）　

○
「
む
す

ぶ
手
の
し
づ
く
に
濁
る
」―

「
む
す
ぶ
手
の
し
づ
く
に
濁
る
山
の
井
の
あ
か
で
も
人
に
別
れ
ぬ
る
か
な
」（
古
今
・
離
別
四
〇



sam
ple

351

十禅師・十五番

四　

紀
貫
之
）　

○
近
き
世―

後
拾
遺
集
か
ら
千
載
集
の
時
代
。　

○
す
べ
て
此
道
は―

気
取
っ
た
不
自
然
な
態
度
や
ペ
ダ

ン
チ
ッ
ク
な
博
学
的
態
度
を
戒
め
る
。　

○
文
殊
の
御
垂
跡―

「
文
殊
菩
薩
」
は
智
恵
を
司
る
菩
薩
。
自
歌
合
中
の
上
七

社
に
文
殊
を
本
地
と
す
る
社
は
な
い
の
で
、
文
殊
の
御
垂
跡
と
い
う
の
は
不
審
。
し
か
し
、
中
七
社
の
中
の
王
子
宮
（
神

体
は
熊
野
王
子
不
思
童
子
）
が
文
殊
の
垂
跡
と
言
わ
れ
て
い
る
。　

○
当
来
普
賢
如
来―

文
殊
菩
薩
が
来
世
（
当
来
）
で
成
仏

し
た
時
の
称
号
。

〈
通
釈
〉
両
方
、
勝
劣
無
く
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
よ
っ
て
持
と
す
る
の
が
良
い
。
や
は
り
、
歌
の
道
を
、
こ
の
よ
う
に
知
っ

た
か
ぶ
り
に
申
し
上
げ
ま
す
こ
と
は
、
返
す
返
す
心
苦
し
く
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
同
時
に
神
の
照
覧
を
恐
れ
る
が
故
に
、
心

中
の
思
う
と
こ
ろ
を
重
ね
て
申
し
述
べ
る
の
が
良
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

　
　
一
般
に
は
、
歌
は
確
か
に
趣
向
あ
る
節
を
言
い
、
事
の
道
理
を
言
い
切
ろ
う
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
昔
か
ら
詠
歌
と
い
っ

て
、
た
だ
読
み
上
げ
た
時
で
も
、
ふ
と
詠
じ
た
時
で
も
、
何
と
な
く
艶
に
も
幽
玄
に
も
味
わ
い
深
く
に
も
聞
こ
え
る
こ
と
が

あ
る
だ
ろ
う
。
良
い
歌
に
な
る
と
、
そ
の
言
葉
、
風
体
の
他
に
、
そ
の
映
像
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
春
花
の
あ
た
り
に
霞
が
た
な
び
き
、
秋
月
を
前
に
し
て
鹿
の
声
を
聞
き
、
垣
根
の
梅
に
春
の
風
が
匂

い
、
嶺
の
紅
葉
に
時
雨
が
注
ぐ
な
ど
す
る
よ
う
な
こ
と
が
、
彷
彿
た
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
付
け
加
わ
る
の
だ
。
常
に
申
し
て

い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
例
の
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
」
と
い
い
、「
む
す
ぶ
手
の
し
づ
く
に
濁
る
」
な
ど
い
う
も

の
で
あ
る
。
何
と
な
く
素
晴
ら
し
く
聞
こ
え
る
の
だ
。

　
　
こ
の
よ
う
な
風
体
、
言
葉
に
詠
み
似
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
歌
は
、
後
拾
遺
集
か
ら
千
載
集
の
近
い
時
代
に
は
滅
多
に
な

い
こ
と
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
よ
り
以
後
に
見
え
ま
す
御
百
首
な
ど
、
同
時
に
こ
の
御
歌
合
な
ど
は
、
本
当
に
珍
し
い
こ
と
と

見
え
ま
す
。
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す
べ
て
こ
の
道
は
、
素
晴
ら
し
く
言
お
う
と
思
い
、
古
い
も
の
を
見
尽
く
そ
う
な
ど
と
し
て
も
、
全
く
基
づ
い
て
い
な
い

だ
ろ
う
。
同
時
に
、
た
だ
前
世
か
ら
の
因
縁
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
詩
歌
の
道
も
大
聖
文
殊
の
御
知
恵
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
で

あ
る
の
で
、
文
殊
の
御
垂
迹
も
こ
の
場
所
に
は
衆
生
を
救
う
た
め
に
現
れ
な
さ
れ
、
神
を
祭
っ
た
社
を
並
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
、
こ
の
歌
合
を
い
ず
れ
に
し
て
も
た
い
そ
う
興
じ
楽
し
み
、
受
納
さ
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
当
来
、
普
賢
如
来

も
光
を
穏
や
か
に
し
て
、
全
て
に
渡
っ
て
広
く
御
覧
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

186　
長
秋
詠
草
（
未
見
）、
新
勅
撰
・
神
祇
五
六
〇

○
受
け
取
り
き―
仏
に
縁
の
な
い
衆
生
は
垂
跡
の
神
々
か
ら
受
け
取
り
済
度
す
る
の
で
、「
受
け
取
り
き
」
と
言
う
。　

○
う
き
身
な
り
と
も―
我
が
身
は
流
転
不
安
の
身
で
あ
ろ
う
と
も
。　
○
御
法―

仏
法
の
敬
称
。　
○
月
の
入
が
た―

月

は
入
り
方
、
つ
ま
り
末
法
の
世
で
あ
る
こ
と
。

〈
歌
意
〉
神
か
ら
受
け
た
我
が
身
は
流
転
不
安
の
身
で
あ
っ
て
も
迷
わ
せ
る
な
。
こ
の
仏
法
の
末
法
期
の
世
よ
。 

（
赤
坂
麻
里
）

　
　
　
三
宮
十
五
番

　
　
　
　
一
番

　
　
　
　
　
左
勝

187　
　
三み

つ
の
山
に
散ち

り
し
く
法
の
花
み
れ
ば
わ
が
力ち
か
ら
ぞ
と
慕し
た

ひ
き
に
け
り

　
　
　
　
　
右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
政




