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は
じ
め
に

本
書
は
、
院
政
期
に
活
躍
し
た
歌
人
・
歌
学
者
で
あ
る
藤
原
清
輔
の
著
作
を
中
心
に
、
そ
の
伝
来
や
書
写
の
過
程
で
起

き
る
様
々
な
現
象
に
着
目
し
、
ま
た
そ
の
歌
論
・
歌
学
に
お
け
る
諸
問
題
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
そ
の
文
化
史
的
な
位

置
づ
け
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
清
輔
が
大
成
し
た
六
条
藤
家
歌
学
知
の
全
域
的
な
把
握
、
あ
る
い
は
歌
人
伝
や
歌
壇
史
の
整
理
と
い
っ
た
事

柄
を
期
待
し
て
読
ま
れ
る
方
に
は
、
期
待
外
れ
な
、
あ
る
い
は
違
和
感
を
覚
え
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

本
書
で
展
開
さ
れ
る
議
論
や
問
題
意
識
は
、
歴
史
的
な
事
柄
や
、
歌
学
書
の
伝
本
や
来
歴
と
い
っ
た
文
献
学
的
な
事
象
を

扱
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
作
者
の
伝
記
的
考
証
や
諸
伝
本
の
書
誌
・
系
統
分
類
を
直
接
的
に
は
扱
っ
て
は
い
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
必
要
な
場
合
に
は
、
実
証
的
な
考
証
を
心
が
け
た
つ
も
り
で
あ
る
。
た
だ
、
本
書
が
何
を
問
題
と
し
て
、
ど
の
よ

う
な
方
法
で
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

本
書
が
問
題
と
す
る
の
は
作
品
や
伝
本
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
変
容
が
引
き
起
こ
す
諸
現
象
に
あ
る
。

私
た
ち
が
目
に
す
る
〈
文
学
作
品
〉
は
、
本
の
形
を
取
る
に
せ
よ
、
電
子
書
籍
や
オ
ー
デ
ィ
オ
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
デ
ジ
タ

ル
デ
ー
タ
の
形
を
と
る
に
せ
よ
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
の
テ
ー
プ
や
Ｃ
Ｄ
の
形
を
と
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
ま
だ
見
ぬ
よ
り
新

し
い
デ
バ
イ
ス
に
よ
る
表
現
を
と
る
に
せ
よ
、
読
む
／
聞
く
、
書
く
／
語
る
と
い
う
行
為
抜
き
に
は
、
そ
れ
ら
の
表
現
は
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生
成
も
受
容
も
さ
れ
な
い
。
生
産
、
流
通
か
ら
享
受
（
あ
る
い
は
保
存
や
保
管
）
に
至
る
ま
で
の
、
一
連
の
長
大
な
プ
ロ
セ

ス
無
し
に
、
文
学
は
存
在
し
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
作
品
だ
け
で
は
な
く
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
観
点
は
、
作
品
の
内
容

の
解
釈
、
あ
る
い
は
作
品
の
物
質
的
な
側
面
（
書
物
）
を
重
視
す
る
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
い
た
ず
ら
に
問
題
を
複
雑
に
す

る
だ
け
の
瑣
末
な
議
論
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
書
く
こ
と
と
読
む
こ
と
の
間
に
あ
っ
た
媒
介
要
因
の
諸
力
、
従
来
〈
文
学
〉
の
周
辺
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
き
た
諸
要
素
が
、
そ
の
内
容
や
本
の
体
裁
や
来
歴
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
へ
の
配
慮
抜
き
に

は
、
文
学
論
な
ど
も
は
や
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
古
典
文
学
の
世
界
に
限
定
し
て
も
、
文
庫
ご
と
に
整
え
ら
れ
た
書
物
の
表

紙
、
体
裁
を
整
え
て
書
写
し
て
い
る
定
家
本
の
諸
本（１
）、
あ
る
い
は
か
つ
て
の
持
ち
主
を
示
す
蔵
書
印
、
表
紙
の
素
材
な
ど

も
、
本
の
移
動
や
伝
流
の
痕
跡
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
書
誌
学
的
に
重
要
な
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

近
年
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ン
グ
ウ
ェ
ル
の
読
書
に
関
す
る
世
界
文
化
史
的
な
研
究（２
）や
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
研
究
書
で

は
な
い
が
、
テ
キ
ス
ト
を
読
む
「
デ
バ
イ
ス
」
に
つ
い
て
論
じ
た
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
と
ジ
ャ
ン
＝
ク
ロ
ー
ド
・
カ
リ

エ
ー
ル
の
対
談（３
）の
よ
う
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
激
変
す
る
情
報
環
境
の
中
で
「
文
学
テ
キ
ス
ト
」
と
「
読
者
」
の
間

に
あ
る
様
々
な
諸
力
の
関
係
性
が
問
い
な
お
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
潮
流
は
文
学
に
留
ま
ら
な
い
。
作
者
と
読
者
（
聴

衆
・
視
聴
者
等
）
と
の
間
に
あ
る
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
や
デ
バ
イ
ス
、
そ
し
て
文
化
の
伝
流
が
作
品
そ
れ
自
体
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
文
学
研
究
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
文
化
研
究
の
立
場
か
ら
無
視
で
き
な
い
現
象
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
る
。

音
楽
で
は
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ス
モ
ー
ル
の
「
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
キ
ン
グ
（m

usicking

）」
概
念
の
よ
う
に
、
音
楽
を
一
つ
の

行
為
と
し
て
捉
え
、
演
奏
者
と
聴
衆
だ
け
で
は
な
く
ホ
ー
ル
の
ス
タ
ッ
フ
ま
で
も
「
音
楽
行
為
」
に
携
わ
る
も
の
と
し
て

捉
え
る
視
点（４
）が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
演
劇
学
で
は
、
ス
タ
ッ
フ
か
ら
観
衆
に
い
た
る
ま
で
、
あ
る
時
刻
に
同

じ
場
所
で
の
出
来
事
を
共
有
す
る
と
い
う
「
同
意
」
の
群
と
し
て
演
劇
を
理
解
す
る
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ビ
エ
、
ク
リ
ス

ト
フ
・
ト
リ
オ
ー
の
視
座（５
）も

、
演
劇
の
作
品
性
や
テ
ク
ス
ト
へ
の
み
着
目
し
て
き
た
こ
と
へ
の
反
省
を
迫
る
も
の
だ
ろ
う
。

私
も
ま
た
こ
う
考
え
て
み
た
い
。
文
学
は
行
為
の
連
続
体
で
あ
る
。
著
作
の
生
成
、
他
者
に
よ
る
編
集
、
書
写
者
た
ち
の

改
編
、
所
蔵
者
た
ち
の
蔵
書
印
…
…
。
古
典
籍
の
生
成
と
伝
流
と
は
こ
れ
ら
の
「
文
学
行
為
」
の
リ
ス
ト
で
あ
り
、
行
為

そ
の
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
多
元
化
す
る
文
化
環
境
の
中
で
、
書
物
の
歴
史
的
な
変
容
が
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
何
に
よ
っ

て
生
起
し
て
い
る
の
か
の
解
明
は
、
古
典
文
学
研
究
に
最
も
期
待
さ
れ
て
い
る
領
域
で
あ
る
。

本
書
は
こ
う
し
た
前
提
に
立
っ
て
、
伝
本
研
究
や
諸
本
研
究
の
成
果
を
頼
り
に
、
古
典
籍
の
生
成
・
流
通
・
受
容
の
過

程
で
起
こ
る
諸
現
象
を
解
明
し
、
そ
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
諸
本
の
変
容
や
書
写
面
の
変
化

は
無
作
為
に
起
こ
る
物
で
は
な
く
、
先
行
す
る
様
々
な
テ
ク
ス
ト
の
影
響
を
受
け
た
り
、
あ
る
い
は
先
行
す
る
親
本
や
別

の
伝
本
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
変
化
す
る
。
そ
の
有
様
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
見
た
と
き
、
本
書
に
は
矛
盾
す
る
二
つ
の
観
点
が
併
存
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。

一
つ
は
著
述
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
視
点
。
も
う
一
つ
は
、

そ
れ
ら
の
著
述
が
書
写
者
た
ち
の
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
変
容
を
蒙
り
、
変
化
し
た
の
か
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
は
本
書
の
各
論
文
に
お
い
て
不
可
分
に
、
あ
る
い
は
混
同
し
て
表
出
し
て
る
よ
う
に
読
め
る
か
も
し
れ
な
い
。

前
者
は
著
作
の
成
立
当
時
の
形
態
や
状
況
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
伝
統
的
な
書
誌
文
献
学
や
作
家
論
に
連

な
る
方
法
で
あ
る
。
後
者
は
作
品
の
受
容
や
再
生
産
に
ま
つ
わ
る
諸
現
象
の
解
明
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
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む
ろ
ん
こ
の
両
者
は
相
互
排
他
的
な
立
場
で
は
な
い
が
、
本
の
成
立
を
重
視
す
る
か
、
受
容
を
重
視
す
る
か
の
ど
っ
ち

つ
か
ず
な
態
度
に
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
書
が
目
指
す
の
は
「
原
態
」
を
求
め
る
態
度
と

も
、
作
品
の
「
受
容
」
を
重
視
す
る
態
度
と
も
少
し
く
異
な
る
観
点
で
あ
る
。

諸
本
の
変
容
は
、
共
時
的
な
社
会
の
様
相
や
書
写
者
の
都
合
だ
け
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
著
述
が
持
っ
て
い
る
様
々
な
性
質
に
添
っ
た
形
で
、
特
定
の
方
向
へ
と
変
容
し
て
い
る
。

そ
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
要
素
は
一
つ
で
は
な
い
。
本
書
で
そ
れ
を
応
用
可
能
な
文
化
理
論
と
し
て
提
示
す
る
こ
と

は
な
い
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
単
純
な
図
式
と
し
て
考
え
た
場
合
、「
作
者
の
意
図
」
や
「
著
述
の
性
質
」
は
こ
う
し
た

書
写
面
の
変
容
の
あ
り
方
を
、
あ
る
程
度
規
定
す
る
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
不
当
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
物

語
・
随
筆
・
歌
集
・
撰
集
と
い
っ
た
古
典
文
学
に
お
け
る
〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
程
度
定
ま
っ
た
テ
キ
ス

ト
の
書
写
形
式
を
持
つ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
ご
と
の
書
式
は
、
作
風
や
内
容
、
書
写
態
度
や
各

時
代
の
読
者
の
読
ま
れ
方
に
よ
り
、
あ
る
一
定
の
規
範
を
継
承
し
て
い
る
。
そ
れ
は
特
に
和
歌
の
書
式
に
お
い
て
顕
著
で

あ
る（６
）。

最
初
に
著
者
が
書
い
た
書
物
が
ど
の
よ
う
な
規
範
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
た
の
か
に
注
目
す
る
こ
と
は
「
作
者
の
意

図
」
が
ど
う
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、「
意
図
」
が
孤
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、

前
時
代
、
あ
る
い
は
同
時
代
に
お
け
る
作
品
群
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
受
け
て
形
成
さ
れ
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
に
通

じ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
著
者
の
意
図
を
至
上
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
書
物
の
原
態
や
作
者
の
精
神
に
迫
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
作
者
の
意
図
と
著
述
の
性
質
を
、
後
代
の
諸
伝
本
の
書
式
や
内
容
に
お
け
る
変
容
を
引
き
起

こ
す
変
数
的
な
要
素
と
し
て
捉
え
直
す
試
み
で
あ
る
。
書
写
者
た
ち
に
よ
る
書
物
の
変
容
が
ど
の
よ
う
に
引
き
起
こ
さ
れ

る
の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
、「
作
者
」
を
「
原
本
」
と
「
原
態
」
の
創
始
者
と
い
う
起
点
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
諸
本
全

体
の
変
容
を
見
渡
し
て
い
く
ツ
ー
ル
と
し
て
捉
え
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
院
政
期
の
歌
学
書
を
対
象
に
議
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
、
従
来
の
文
学
研
究
で
は
十
分
に

論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
伝
本
間
の
関
係
性
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

院
政
期
に
は
、
様
々
な
目
的
に
あ
わ
せ
た
大
量
の
歌
学
書
が
書
か
れ
、
貴
顕
へ
の
奏
上
や
説
の
対
立
を
め
ぐ
っ
て
歌

学
者
た
ち
が
激
し
い
論
戦
を
戦
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
制
作
さ
れ
た
院
政
期
の
歌
学
書
群
の
う
ち
、

本
書
で
中
心
的
に
と
り
あ
げ
る
六
条
藤
家
の
家
員
、
特
に
藤
原
清
輔
と
顕
昭
の
著
作
は
、
鎌
倉
期
写
本
を
含
む
多
数
の
伝

本
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
清
輔
の
著
作
に
関
す
る
研
究
は
、
西
下
経
一（７
）、

久
曾
神
昇（８
）、

川
上
新
一
郎（９
）等

の
先
学
に
よ
っ
て
主

に
文
献
研
究
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
川
上
が
つ
と
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
清
輔
は
自
著
の
部
分
を
論
文
集
の
よ

う
に
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
整
理
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
他
の
著
述
に
転
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
転
用
が
認
め
ら

れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
性
質
を
も
っ
た
別
の
著
述
を
再
生
産
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

例
え
ば
『
袋
草
紙
』
下
巻
の
末
尾
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
大
半
は
『
和
歌
一
字
抄
』
下
巻
末
尾
の
「
証

歌
」
部
を
転
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
）
（1
（

。
し
か
し
、
内
容
上
の
構
成
は
大
き
く
異
な
り
『
袋
草
紙
』
は
上
下

巻
合
わ
せ
て
も
『
和
歌
一
字
抄
』
と
同
様
の
性
質
を
も
っ
た
著
述
だ
と
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
記
述
の
重

出
は
転
用
の
範
囲
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
奥
義
抄
』
の
「
所
名
」
と
『
和
歌
初
学
抄
』
の
「
万
葉
集
所
名
」

な
ど
、
他
の
事
例
で
も
同
じ
で
あ
る
。
清
輔
の
著
述
に
お
い
て
は
、
あ
る
部
分
が
転
用
（
な
い
し
共
用
）
が
な
さ
れ
て
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
利
用
方
法
や
、
対
読
者
意
識
は
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
相
違
は
、
内
容
面
の
み
な
ら
ず
、
目
次
や
標
目
の
立
て
方
と
い
っ
た
構
造
面
の
相
違
を
形
成
す
る
。
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そ
こ
に
清
輔
著
作
の
特
徴
が
あ
る
。
だ
が
、
同
時
に
清
輔
の
著
作
は
伝
本
間
で
か
な
り
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は

著
者
自
身
に
よ
る
改
訂
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
書
写
者
に
よ
る
恣
意
的
な
変
更
の
場
合
も
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
川
上
が

清
輔
本
『
古
今
集
』
を
事
例
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
が
）
（（
（

、
後
者
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は

言
い
が
た
い
。

清
輔
が
ど
の
よ
う
な
形
で
著
書
を
構
想
し
、
制
作
し
た
の
か
。
そ
れ
を
書
写
者
が
ど
の
よ
う
に
変
容
さ
せ
た
の
か
。
こ

の
二
点
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
前
者
や
後
者
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
論
じ
る
場
合
で
も
双
方
を
み
る
こ
と
が
必
要
と

な
る
。

ま
た
、
本
書
の
扱
う
範
囲
の
歌
学
書
を
考
え
る
上
で
、
院
政
期
の
歌
学
書
を
取
り
巻
く
文
化
環
境
を
捉
え
る
必
要
が
あ

る
。
顕
昭
や
清
輔
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
六
条
藤
家
の
諸
歌
学
書
、
そ
し
て
勅
撰
集
の
証
本
や
、
多
数
の
和
歌
資
料
の
書
写

と
い
っ
た
歌
道
家
と
し
て
の
営
為
は
、
院
政
期
特
有
の
政
治
・
文
化
的
状
況
を
背
景
と
す
る
和
歌
の
あ
り
方
を
強
く
反
映

し
て
い
る
。
歌
道
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
自
覚
し
、
貴
顕
に
対
し
て
和
歌
の
師
と
し
て
振
舞
う
清
輔
や
顕
昭

の
社
会
的
な
振
舞
と
、
そ
れ
に
伴
う
様
々
な
読
者
を
想
定
し
た
歌
学
書
の
制
作
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
そ
う
し
た

院
政
期
特
有
の
、
摂
関
期
と
は
異
な
る
和
歌
と
連
歌
の
位
相
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。

だ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
本
書
は
清
輔
・
顕
昭
ら
の
実
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
は
い
な
い
。
末
流

伝
本
ま
で
含
め
た
歌
学
書
を
見
る
こ
と
で
、
誤
解
を
招
く
表
現
か
も
し
れ
な
い
が
、
書
写
も
ま
た
著
述
の
執
筆
と
同
じ
よ

う
に
創
造
的
な
文
学
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

こ
の
問
題
意
識
は
動
態
文
化
論
的
な
視
点
か
ら
古
典
籍
を
捉
え
直
す
本
書
前
半
の
試
み
に
結
実
し
て
い
る
。
動
態
文
化

論
と
は
、
従
来
の
書
物
や
絵
画
と
い
っ
た
静
的
（
と
見
な
さ
れ
て
い
た
も
の
）
に
対
し
て
、
映
画
や
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ー

ツ
と
い
っ
た
従
来
の
人
文
学
的
な
枠
組
み
か
ら
は
み
出
る
「
運
動
」
を
捉
え
直
す
試
み
だ
、
と
ひ
と
ま
ず
ま
と
め
て
お
き

た
い
。
古
典
籍
も
ま
た
書
物
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
静
的
な
も
の
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
動
的
に
変
容
し
て
い
る
部
分

に
着
目
す
る
こ
と
で
、
書
物
を
そ
の
生
成
だ
け
で
は
な
く
伝
流
や
変
容
を
含
め
た
一
具
の
「
動
態
」
と
し
て
捉
え
る
視
座

を
提
示
し
た
い
。
原
態
の
復
元
の
み
を
目
指
す
書
誌
学
や
、
善
本
の
認
定
の
み
を
最
大
の
課
題
と
す
る
文
献
学
的
研
究
を

否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
古
典
籍
の
、
ひ
い
て
は
古
典
文
化
の
と
ら
え
方
が
あ
り
う
る
こ
と
を
提
示

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
外
山
滋
比
古
が
提
起
し
た
「
異
本
」
概
念
）
（1
（

や
、
書
物
と
人
と
の
関
わ
り
を
論
じ

る
書
物
論
・
読
者
論
）
（1
（

と
も
接
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
四
部
構
成
を
と
り
、
諸
本
論
、
六
条
藤
家
の
歌
人
・
歌
書
論
、
院
政
期
文
化
論
、
そ
し
て
「
索
引
」
に
つ
い
て

の
論
か
ら
な
る
。
一
見
こ
れ
ら
は
様
々
な
主
題
の
論
考
が
関
連
な
く
並
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
上

記
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
貫
か
れ
、
様
々
な
角
度
か
ら
諸
本
の
生
成
か
ら
受
容
・
そ
の
再
生
産
ま
で
を
、
そ
の
時
代
的
な

背
景
を
押
さ
え
な
が
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
部
は
院
政
期
に
関
わ
る
論
で
は
な
い
が
、「
読
者
」
と
作
品
と
の
関

わ
り
方
の
展
開
を
論
じ
た
も
の
で
、
そ
の
問
題
意
識
は
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
第
一
部
　
動
態
と
し
て
の
諸
本
論
」
は
、
歌
学
書
の
変
容
に
つ
い
て
概
論
・
各
論
的
に
論
じ
た
四
本
の
論
考
で
構
成

さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
動
態
」
と
い
う
言
葉
は
先
に
説
明
し
た
と
お
り
、
生
成
か
ら
受
容
ま
で
を
一
貫
し
た
プ
ロ
セ

ス
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
も
っ
と
も
概
論
的
で
あ
る
「
第
一
章
　
通
読
す
る
歌
学
書
、
検
索
す

る
歌
学
書
」
を
巻
頭
と
し
た
。「
検
索
性
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
て
、
書
写
面
の
変
容
に
合
理
的
な
要
素
を
認
め
、

従
来
「
後
人
の
さ
か
し
ら
」
と
し
て
退
け
ら
れ
て
き
た
書
写
者
の
意
図
と
、
そ
れ
ら
の
意
図
を
誘
発
す
る
諸
本
利
用
の

諸
相
を
論
じ
て
い
る
。「
第
二
章
　
大
東
急
記
念
文
庫
本
『
奥
義
抄
』
上
巻
の
情
報
構
造

―
歌
学
書
の
割
付
を
中
心
に
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―
」、「
第
三
章
　『
奥
義
抄
』
諸
本
の
書
写
形
態
―
散
文
的
項
目
を
中
心
に

―
」、「
第
四
章
　『
和
歌
初
学
抄
』
の

書
面
遷
移
―
項
目
配
置
と
享
受
―
」
の
三
章
は
、
こ
の
問
題
意
識
の
も
と
で
『
奥
義
抄
』
と
『
和
歌
初
学
抄
』
を
分

析
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
第
二
部
　
院
政
期
に
お
け
る
歌
学
の
展
開
」
で
は
、
特
に
清
輔
の
著
述
に
特
徴
的
な
性
質
を
論
じ
た
。「
第
一
章
　

『
和
歌
初
学
抄
』
の
構
想

―
修
辞
項
目
を
中
心
に

―
」
で
は
、
従
来
、
詠
作
手
引
き
書
と
言
わ
れ
て
き
た
『
和
歌
初

学
抄
』
を
あ
ら
た
め
て
利
用
の
観
点
か
ら
問
い
直
し
、
喩
来
物
の
項
目
を
検
討
す
る
こ
と
で
実
作
に
焦
点
を
当
て
た
清
輔

歌
学
の
再
考
を
せ
ま
っ
た
。「
第
二
章
　『
和
歌
初
学
抄
』
所
名
注
記
の
検
討

―
歌
枕
と
修
辞
技
法

―
」
で
は
、『
和

歌
初
学
抄
』
の
歌
枕
書
的
な
部
分
で
あ
る
所
名
の
注
記
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
清
輔
が
詠
作
を
教
え
る
た
め
に
歌
語
の
連

辞
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
歌
枕
を
適
切
に
利
用
す
る
た
め
の
方
法
を
清
輔
が
ど
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る

か
を
論
じ
た
。「
第
三
章
　
歌
学
と
し
て
の
誹
諧
歌
」
で
は
、
誹
諧
歌
の
展
開
と
歴
史
を
概
観
し
、
そ
れ
が
各
種
の
分
類

説
を
引
き
受
け
な
が
ら
増
加
し
て
い
く
様
相
を
論
じ
た
。「
第
四
章
　
藤
原
清
輔
著
述
の
作
者
名
表
記

―
無
名
と
読
人

し
ら
ず
の
使
い
分
け
を
中
心
に

―
」、「
第
五
章
　『
和
歌
一
字
抄
の
注
記
』
を
め
ぐ
っ
て

―
内
閣
文
庫
本
を
中
心
に

―
」
で
は
、『
和
歌
一
字
抄
』
の
諸
本
と
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
注
記
の
特
質
に
つ
い
て
触
れ
た
。

「
第
三
部
　
院
政
期
の
諸
文
化
と
歌
学
」
で
は
、
清
輔
の
兄
で
あ
る
顕
方
と
、
弟
で
あ
る
重
家
に
つ
い
て
論
じ
た
。
顕

方
は
同
母
、
重
家
は
異
母
兄
弟
で
あ
る
が
、
諸
書
を
閲
す
る
限
り
重
家
と
は
仲
も
悪
く
な
か
っ
た
ら
し
い
。
顕
方
と
の
関

係
は
不
明
な
点
も
多
い
の
で
あ
る
が
、『
続
詞
花
集
』
に
一
〇
首
が
取
ら
れ
、
歌
人
と
し
て
の
厚
遇
が
見
て
取
れ
る
。「
第

一
章
　
藤
原
顕
方
―
六
条
家
歌
人
の
一
側
面
―
」
は
顕
方
の
伝
記
を
ま
と
め
、
清
輔
と
同
じ
く
父
祖
か
ら
和
歌
の
薫

陶
を
受
け
て
い
た
が
、
そ
れ
は
ま
だ
歌
学
と
し
て
は
未
分
化
な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。「
第
二
章
　『
重
家

集
』
考
―
守
覚
法
親
王
と
の
関
わ
り
を
中
心
に

―
」
で
は
、
重
家
の
家
集
で
あ
る
『
重
家
集
』
の
注
記
及
び
献
上
先

の
問
題
を
考
え
た
。
次
に
、
院
政
期
に
花
開
く
諸
文
化
が
ど
の
よ
う
な
形
で
和
歌
に
流
入
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
論

考
を
収
め
た
。「
第
三
章
　『
今
鏡
』
に
お
け
る
源
有
仁
家
の
描
き
方
―
鎖
連
歌
記
事
と
そ
の
情
報
源
―
」
で
は
、
院

政
期
の
短
連
歌
と
鎖
連
歌
の
連
続
性
に
着
目
し
、
最
初
に
鎖
連
歌
が
行
わ
れ
た
有
仁
家
の
様
子
を
記
し
た
『
今
鏡
』
に
つ

い
て
論
じ
た
。「
第
四
章
　
和
歌
の
師
弟
関
係
の
成
立

―
平
安
末
期
に
お
け
る
芸
能
と
和
歌
の
地
位

―
」
で
は
、
そ

れ
ま
で
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
和
歌
の
師
弟
関
係
が
十
二
世
紀
に
成
立
し
て
い
く
背
景
を
ま
と
め
た
。

「
第
四
部
　
古
典
文
化
を
検
索
す
る
」
で
は
、
様
々
な
歌
書
や
文
学
作
品
が
カ
ノ
ン
化
（
聖
典
化
）
し
、
用
例
や
事
例
を

調
べ
る
た
め
に
工
夫
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
の
「
抄
出
」
及
び
「
検
索
」
の
あ
り
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
著
述
に

つ
い
て
の
論
を
収
め
た
。「
第
一
章
　
清
原
宣
賢
『
詞
源
略
注
』『
詞
源
要
略
』
か
ら
見
る
顕
昭
『
後
撰
集
注
』
の
逸
文
」

で
は
、
室
町
時
代
の
学
者
で
あ
っ
た
清
原
宣
賢
の
和
歌
に
関
す
る
二
書
、『
詞
源
略
注
』
と
『
詞
源
要
略
』
か
ら
、
散
逸
し

た
顕
昭
『
後
撰
集
註
』
の
断
片
を
集
積
し
た
。
こ
こ
か
ら
宣
賢
の
利
用
は
抄
出
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。「
第
二
章
　
宮

内
庁
書
陵
部
蔵
『
類
標
』
を
め
ぐ
っ
て
│
│
近
世
に
お
け
る
索
引
の
登
場
と
そ
の
思
想
│
│
」
で
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
に

所
蔵
さ
れ
る
大
部
の
辞
書
・
巻
丁
索
引
類
叢
書
で
あ
る
『
類
標
』
を
網
羅
的
な
調
査
の
も
と
で
紹
介
し
、
奥
書
・
序
跋
の

部
分
的
な
翻
刻
と
、
全
体
を
概
観
し
た
組
織
図
を
附
録
と
し
て
付
け
た
。

な
お
、
い
く
つ
か
用
語
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
六
条
藤
家
は
た
ん
に
六
条
家
と
も
よ
ば
れ
る
。
同
時
代
に
お
い

て
「
六
条
家
」
と
い
う
呼
称
で
顕
季
の
流
が
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
顕
季
の
邸
が
六
条
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
受

け
継
い
だ
顕
輔
の
、
和
歌
を
家
職
と
す
る
流
を
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
。
た
だ
し
、
か
つ
て
は
俊
頼
ら
を
「
六
条
源
家
」
と
呼

ぶ
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
と
区
別
し
て
本
書
で
は
「
六
条
藤
家
」
の
表
記
を
採
用
し
た
。
ま
た
「
院
政
期
」
と
い
う
表
現
が
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本
書
に
は
頻
出
す
る
。
院
政
期
と
い
う
時
代
区
分
は
様
々
な
問
題
が
あ
り
、
そ
の
範
囲
も
始
発
か
ら
終
わ
り
ま
で
様
々
に

説
が
分
か
れ
る
。
た
だ
し
、
本
書
で
「
院
政
期
」
と
い
う
場
合
、
便
宜
的
に
お
お
よ
そ
堀
河
院
時
代
か
ら
後
白
河
院
時
代

あ
た
り
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
本
書
で
取
り
扱
う
人
物
や
作
品
が
そ
の
時
代
の
も
の
に
集
中
す
る
か
ら
で
、
本
来

的
に
は
「
平
安
末
期
」
と
い
っ
た
表
現
の
方
が
時
代
区
分
と
し
て
は
適
切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
歌
学
書
の
文
化
的
配
置

は
、「
摂
関
期
」
と
比
べ
て
「
院
政
期
」
で
明
ら
か
に
大
き
な
変
化
を
被
る
。
そ
れ
は
院
政
と
い
う
、
卑
位
の
者
で
も
貴

顕
に
芸
能
に
よ
っ
て
接
近
し
恩
賞
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
政
治
形
態
と
切
り
離
せ
な
い
。
和
歌
の
世
界
で

は
、
こ
の
院
を
文
化
の
中
心
と
す
る
ご
く
短
い
一
〇
〇
年
ほ
ど
の
期
間
に
、
そ
れ
ま
で
と
は
全
く
異
な
る
歌
学
知
が
花
開

き
、
新
し
い
表
現
が
開
拓
さ
れ
る
新
古
今
時
代
を
用
意
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
暦
で
「
十
二
世
紀
」
前
後
と
も
呼

び
う
る
時
代
の
一
コ
マ
で
あ
る
。

注（
1
）　『
下
官
集
』
書
始
草
子
事
で
は
、
仮
名
物
で
は
漢
字
の
摺
本
を
模
し
て
見
開
き
の
左
側
か
ら
書
き
始
め
る
事
を
記
し
て

い
る
。

（
2
）　
ア
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ン
グ
ウ
ェ
ル
著
、
原
田
範
行
訳
『
読
書
の
歴
史

―
あ
る
い
は
読
者
の
歴
史
　
新
装
版
』（
柏
書
房
、

二
〇
一
三
↓
原
著
一
九
九
七
）。

（
3
）　
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
、
ジ
ャ
ン=

ク
ロ
ー
ド
・
カ
リ
エ
ー
ル
著
、
工
藤
妙
子
訳
『
も
う
す
ぐ
絶
滅
す
る
と
い
う
紙
の

書
物
に
つ
い
て
』（
阪
急
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、
二
〇
一
〇
↓
原
著
二
〇
〇
九
）。

（
4
）　
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ス
モ
ー
ル
著
、
野
澤
豊
一
、
西
島
千
尋
訳
『
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
キ
ン
グ 

音
楽
は
〈
行
為
〉
で
あ
る
』

（
水
声
社
、
二
〇
一
一
↓
原
著
一
九
九
八
）。

（
5
）　
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ビ
エ
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
ト
リ
オ
ー
著
、
佐
伯
隆
幸
日
本
語
版
監
修
『
演
劇
学
の
教
科
書
』（
国
書

刊
行
会
、
二
〇
〇
九
↓
原
著
二
〇
〇
六
）。

（
6
）　
例
え
ば
和
歌
の
書
式
。
歌
集
で
は
詞
書
は
和
歌
よ
り
字
下
げ
に
な
り
、
物
語
な
ど
の
散
文
で
は
字
が
上
が
る
。
田
村

悦
子
「
散
文
（
物
語
，
草
子
類
）
中
に
お
け
る
和
歌
の
書
式
に
つ
い
て
」（『
美
術
研
究
』
三
一
七
、
東
京
国
立
文
化
財

研
究
所
、
一
九
八
一
・
七
）。

（
7
）　
西
下
経
一
『
古
今
集
の
伝
本
の
研
究
』（
明
治
書
院
、
一
九
五
四
）。

（
8
）　
久
曾
神
昇
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
　
研
究
篇
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
一
）。『
日
本
歌
学
大
系
』
に
は
「
奥
義
抄
」

「
袋
草
紙
」「
和
歌
初
学
抄
」「
和
歌
一
字
抄
」
な
ど
の
清
輔
歌
学
書
の
本
文
・
解
題
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
9
）　
川
上
新
一
郎
『
六
条
藤
家
歌
学
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
）。

（
10
）　
川
上
注
9
前
掲
書
。

（
11
）　
川
上
注
9
前
掲
書
。

（
12
）　
外
山
滋
比
古
『
異
本
論
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
）。
後
に
同
『
外
山
滋
比
古
著
作
集
　

3
・
異
本
と
古
典
』（
み

す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
）
に
収
録
さ
れ
る
。
外
山
は
「
異
本
」
を
言
語
的
な
受
容
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
変
化
に
も

使
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
書
誌
学
で
使
わ
れ
る
「
流
布
本
」
に
対
す
る
「
異
本
」
と
い
う
概
念
と
は
異
な
る
文
学
理
論

と
し
て
利
用
し
て
い
る
。

（
13
）　
た
と
え
ば
、
ロ
ジ
ェ
・
シ
ャ
ル
チ
エ
著
、
長
谷
川
輝
夫
訳
『
書
物
の
秩
序
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
）
で
示
さ
れ
た

よ
う
な
書
物
の
形
態
が
内
容
的
な
改
編
を
誘
導
す
る
と
い
っ
た
議
論
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。


