
賀
茂
真
淵
と
本
居
宣
長
の
国
学
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
展
開
さ

れ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
数
々
の
研
究
が
な
さ
れ

て
き
た
。
宣
長
の
国
学
に
関
し
て
い
え
ば
、
岸
野
俊
彦
氏
は
尾
張
藩

内
で
鈴
門
の
国
学
が
ど
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
、
ま
た
受
容
さ
れ
て
い

（
１
）

っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
西
岡
和
彦
氏
は
出
雲
大
社
に
お
い
て
宣
長

の
国
学
が
垂
加
神
道
と
相
克
し
つ
つ
、
並
立
し
て
い
た
事
実
を
検
証

（
２
）

し
た
。
ほ
か
に
、
中
村
一
基
氏
は
各
地
の
藩
校
に
お
け
る
鈴
門
の
門

（
３
）

人
達
の
つ
な
が
り
と
は
た
ら
き
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
限
ら
れ
た
資
料
を
駆
使
し
な
が
ら
宣
長
の
門
人
達
の

は
じ
め
に

彦
根
藩
に
お
け
る
国
学
の
受
容
と
変
化

活
動
を
あ
と
づ
け
、
そ
の
思
想
史
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
労
作

で
あ
る
が
、
残
さ
れ
た
問
題
も
多
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
主

に
宣
長
の
古
道
論
や
天
皇
観
を
中
心
と
し
て
受
容
の
問
題
が
論
じ
ら

れ
て
き
た
。
国
学
が
古
道
論
を
柱
と
し
天
皇
が
そ
の
核
心
に
位
置
し

て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
国
学
の
浸
透
に
つ
い
て
考
察

す
る
場
合
、
よ
り
幅
広
く
多
様
な
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
宣
長
は
古
の
道
を
知
る
た
め
に
欠
か
せ
ぬ
階
梯
と
し

て
詠
歌
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
歌
の
学
び
は
門
人
達
の
重
要
な
つ
と

め
で
あ
っ
た
。
遠
方
に
あ
る
門
人
達
と
宣
長
の
接
触
は
、
文
通
か
、

宣
長
の
出
張
講
義
、
あ
る
い
は
門
人
達
が
松
坂
に
や
っ
て
き
て
直
接

講
義
を
受
け
る
と
い
う
三
つ
の
形
が
あ
っ
た
が
、
文
通
は
歌
の
添
削

大
久
保
紀
子
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が
主
で
あ
っ
た
。
各
地
の
鈴
屋
社
中
か
ら
た
く
さ
ん
の
詠
草
が
宣
長

（
４
）

の
も
と
に
送
ら
れ
、
宣
長
は
い
つ
も
そ
の
添
削
に
追
わ
れ
て
い
た
。

出
張
講
義
や
松
坂
で
の
講
義
に
は
歌
集
の
講
義
が
常
に
含
ま
れ
て
お

り
、
歌
会
も
必
ず
開
か
れ
て
、
詠
歌
は
国
学
を
志
す
者
に
と
っ
て
欠

か
す
こ
と
の
で
き
な
い
課
目
で
あ
っ
た
。

国
学
の
受
容
と
展
開
と
い
え
ば
天
皇
論
や
神
国
思
想
、
あ
る
い
は

幕
末
の
政
治
的
な
運
動
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
の
中
で
の
み
論
じ
ら

れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
に
宣
長
と
門
人
達
の
つ
な
が
り
を
見
て
み

る
と
そ
う
し
た
思
想
的
な
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、

歌
を
介
し
た
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
、
門
人

（
５
）

の
歌
集
に
寄
せ
た
宣
長
の
序
の
い
か
に
多
い
こ
と
か
、
ま
た
、
宣
長

（
６
）

亡
き
後
、
各
地
で
門
人
達
が
詠
ん
だ
鎮
魂
歌
の
お
び
た
だ
し
さ
。
国

学
の
受
容
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
詠
歌
は
非
常
に

有
効
な
視
点
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
右
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
上
に
た
っ
て
、
彦
根
藩
に
お

け
る
詠
歌
の
問
題
を
通
し
て
国
学
が
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
な
し
、

ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
を
考
察
す
る
。
近
世
中
期
以
降
の

彦
根
で
は
他
に
類
を
見
な
い
た
く
さ
ん
の
撰
歌
集
が
編
蟇
さ
れ
、
詠

序
章

歌
に
関
し
て
き
わ
だ
っ
た
特
色
を
見
せ
て
い
る
。
彦
根
藩
第
十
一
代

藩
主
直
中
（
寛
政
元
年
〈
一
七
八
九
年
〉
ｌ
文
化
九
年
〈
一
八
一
二
年
〉
在
位
）

は
み
ず
か
ら
も
歌
を
よ
く
し
、
藩
校
稽
古
館
を
創
設
し
て
和
学
方
を

お
い
た
。
全
国
の
藩
校
の
中
で
も
最
初
か
ら
和
学
方
を
お
い
た
の
は

（
７
）

珍
し
く
、
し
か
も
初
代
和
学
方
を
つ
と
め
た
の
が
宣
長
の
門
人
小
原

君
雄
と
村
田
泰
足
で
あ
っ
た
。

十
八
世
紀
前
半
享
保
年
間
か
ら
十
九
世
紀
前
半
天
保
年
間
の
頃
ま

で
に
彦
根
藩
で
編
ま
れ
た
撰
歌
集
の
う
ち
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の

す
す
の
や

は
『
彦
陽
和
歌
集
』
、
『
彦
根
歌
集
』
、
『
彦
根
夫
梨
』
、
『
凝
烟
舎
詠
草
』

（
８
）

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
『
彦
陽
和
歌
集
』
、
「
彦
根
夫
梨
』
に
は
、

藩
士
の
み
な
ら
ず
浪
士
、
町
人
、
近
隣
の
村
人
の
歌
ま
で
お
さ
め
ら

（
９
）

れ
て
お
り
、
詠
歌
の
層
の
厚
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
『
彦
根
歌
集
』
は

藩
主
直
中
の
命
に
よ
っ
て
小
原
君
雄
が
編
蟇
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
同
じ
く
鈴
門
で
小
原
と
と
も
に
初
代
和
学
方
を
勤
め
た
村
田
泰

足
の
歌
集
『
凝
烟
舎
詠
草
』
が
藩
校
版
で
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

（
脚
）

特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

歌
会
も
さ
か
ん
に
開
か
れ
、
藩
主
直
中
が
毎
年
催
し
た
仲
秋
観
月

の
歌
会
、
文
化
元
年
（
一
八
○
四
年
）
城
下
百
人
の
歌
人
を
集
め
て
開

（
皿
）

か
れ
た
歌
合
わ
せ
な
ど
の
記
録
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
彦
根
藩
で
歌
が
さ
か
ん
に
詠
ま
れ
た
背
景
と
し
て
は
、

京
都
に
近
い
と
い
う
地
理
的
な
位
置
、
経
済
的
な
豊
か
さ
、
代
々
の

藩
主
が
文
武
両
道
を
と
な
え
武
術
と
と
も
に
文
芸
を
さ
か
ん
に
奨
励
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一
一

彦
根
藩
に
お
け
る
国
学
に
つ
い
て
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
研
究
が

あ
る
。
古
く
は
田
中
千
和
氏
が
彦
根
に
お
け
る
県
居
門
、
鈴
門
の
国

（
吃
）

学
に
つ
い
て
、
ま
た
長
野
義
言
の
思
想
に
つ
い
て
概
観
し
、
ま
た
、

南
啓
治
氏
は
藩
校
稽
古
館
の
成
立
と
発
展
に
沿
っ
て
彦
根
藩
の
国
学

（
過
）

の
流
れ
を
た
ど
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
両
者
と
も
に
彦
根
に
お
け
る
国
学
の
受
容
が
人
の
つ
な

が
り
や
藩
校
の
変
遷
を
通
じ
て
概
観
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
底

に
流
れ
て
い
る
国
学
の
思
想
的
な
内
容
や
変
化
を
読
み
取
り
意
味
づ

け
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。

彦
根
歌
壇
の
人
々
の
歌
は
も
っ
ぱ
ら
風
雅
を
旨
と
し
た
月
並
な
歌

し
た
こ
と
な
ど
が
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
的
に
強
力
な
牽

引
力
を
発
揮
し
た
の
は
県
居
門
の
歌
人
達
で
あ
っ
た
。
賀
茂
真
淵
派

な
か
や
ぶ

の
大
菅
中
養
父
（
宝
永
七
年
〈
一
七
一
○
年
〉
ｌ
安
永
七
年
〈
一
七
七
八
年
〉
）
、

僧
海
量
（
享
保
十
八
年
〈
一
七
三
三
年
〉
ｌ
文
化
十
四
年
〈
一
八
一
七
年
〉
）
な

ど
が
培
っ
た
下
地
を
鈴
門
の
小
原
君
雄
（
宝
暦
二
年
〈
一
七
五
二
年
〉
ｌ
天

保
六
年
〈
一
八
三
五
年
〉
）
、
村
田
泰
足
（
寛
延
二
年
〈
一
七
四
九
年
〉
ｌ
文
政
六

年
〈
一
八
二
三
年
〉
）
が
受
け
継
ぎ
、
育
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
流

れ
が
幕
末
、
井
伊
直
弼
の
も
と
で
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

よ
し
と
き

た
国
学
者
長
野
義
言
（
文
化
十
一
年
〈
一
八
一
四
年
〉
１
文
久
二
年
〈
一
八
六

二
年
〉
）
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

『
彦
陽
和
歌
集
』
が
編
ま
れ
た
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
年
）
か
ら
、

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
年
）
の
宣
長
の
彦
根
来
訪
後
し
だ
い
に
鈴
門
の

後
世
風
の
歌
が
主
流
と
な
る
ま
で
の
間
、
彦
根
歌
壇
を
担
っ
て
い
た

の
は
賀
茂
真
淵
派
の
歌
人
達
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
詠
歌
と
は
、

あ
く
ま
で
も
国
を
治
め
る
た
め
の
一
手
段
で
あ
っ
た
。

こ
の
頃
の
彦
根
の
歌
人
達
に
は
和
漢
両
学
を
修
め
た
者
が
多
く
、

（
Ｍ
）

し
か
も
そ
の
漢
学
は
ほ
と
ん
ど
が
柤
侠
学
で
あ
る
。
彦
根
藩
の
文
芸

の
祖
と
も
い
う
べ
き
龍
草
盧
（
正
徳
四
年
〈
一
七
一
四
年
〉
１
章
政
四
年
〈
一

七
九
二
年
〉
）
は
柤
棟
・
太
宰
春
台
を
師
と
し
、
ま
た
国
学
に
も
通
じ

て
い
た
。
ま
た
、
彦
根
に
お
け
る
賀
茂
真
淵
派
歌
人
の
代
表
的
な
存

在
で
あ
る
大
菅
中
養
父
は
賀
茂
真
淵
に
私
淑
す
る
一
方
、
祖
棟
学
を

も
学
び
、
和
漢
両
学
に
わ
た
っ
て
藩
士
子
弟
の
教
育
に
あ
た
っ
た
。

彦
根
藩
の
藩
学
は
柤
侠
学
で
あ
っ
た
伽
、
そ
の
担
い
手
達
が
ま
た

で
、
個
々
の
歌
に
思
想
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

歌
集
の
序
や
藩
校
に
関
す
る
文
書
な
ど
を
み
て
い
く
と
、
詠
歌
の
意

味
が
県
居
門
か
ら
鈴
門
へ
、
さ
ら
に
長
野
義
言
の
時
代
へ
と
進
む
に

し
た
が
っ
て
は
っ
き
り
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
変

化
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彦
根
藩
に
お
け
る
国
学
の

受
容
と
変
化
の
様
相
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

第
一
章
賀
茂
真
淵
派
に
お
け
る
歌
の
意
味

日本思想史学33(2001> I68



賀
茂
真
淵
派
の
歌
人
で
も
あ
っ
た
。
ご
く
大
ま
か
に
い
え
ば
柤
侠
学

と
国
学
は
、
古
典
の
言
葉
そ
の
も
の
の
研
究
を
基
礎
と
し
て
い
る
点

に
お
い
て
、
ま
た
詩
文
や
詠
歌
を
非
常
に
重
く
み
る
と
い
う
姿
勢
に

お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
賀
茂
真
淵
の
思

想
に
は
若
い
頃
学
ん
だ
儒
学
の
名
残
が
あ
っ
た
。
詠
歌
は
治
国
の
手

段
で
あ
る
と
い
う
と
ら
え
方
は
、
柤
棟
学
の
政
治
重
視
の
考
え
方
と

県
居
門
の
詠
歌
を
重
ん
ず
る
姿
勢
を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

大
菅
中
養
父
は
祖
棟
学
派
ら
し
く
「
国
詩
（
歌
）
も
又
王
道
の
一

端
也
」
と
と
ら
え
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

蓋
天
下
の
政
は
何
の
為
と
か
思
へ
る
、
兆
民
を
安
せ
ん
か
為
に

あ
ら
す
や
、
そ
の
兆
民
は
い
か
に
す
れ
は
安
す
る
と
か
思
へ
る
、

其
情
を
得
れ
は
安
す
る
に
あ
ら
す
や
、
（
中
略
）
然
る
に
天
下
の

政
を
執
る
人
は
、
必
高
位
に
居
た
ま
へ
は
、
兆
民
の
情
安
す
る

や
否
や
、
い
か
に
し
て
か
知
し
め
す
事
を
え
ん
や
、
故
に
先
王

諸
国
の
詩
を
徴
て
人
情
を
監
玉
ふ
也
、
治
世
の
音
は
た
の
し
み
、

乱
世
の
音
は
怨
め
り
、
是
に
於
て
得
失
を
正
し
、
風
俗
を
移
し

た
ま
ふ
、
先
王
の
治
術
至
れ
る
か
な
。
（
大
菅
中
養
父
『
国
歌
八
論

斥
非
』
、
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
二
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
、
四
九

五
頁
）

天
下
の
政
治
を
預
か
る
者
が
民
を
安
ん
ず
る
た
め
に
は
、
民
の
情

に
よ
く
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詩
（
歌
）
は
そ
の
た
め
の

非
常
に
有
効
な
手
段
で
あ
り
、
歌
に
よ
っ
て
民
の
情
を
知
り
、
そ
の

情
を
教
化
し
良
俗
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
大
菅
中
養
父

が
考
え
る
歌
の
第
一
義
的
な
意
味
で
あ
っ
た
。
歌
は
「
教
化
を

う
る
わ
し
く

（
脇
）

美
し
風
俗
を
移
す
の
具
」
な
の
で
あ
る
。

県
居
門
で
藩
校
稽
古
館
創
設
に
功
あ
っ
た
歌
人
海
量
も
「
人
を
な

（
Ⅳ
）

つ
け
国
を
お
さ
め
ん
ま
な
び
は
い
に
し
へ
の
う
た
に
て
ぞ
あ
な
る
」

と
し
て
歌
が
政
治
に
果
た
す
役
割
を
重
視
し
て
い
る
。

歌
は
政
教
の
具
で
あ
る
と
い
う
儒
教
的
な
考
え
方
は
国
学
と
は
相

容
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
中
養
父
や
海
量
が
師
と
仰
い
だ
賀

茂
真
淵
の
歌
論
に
す
で
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
真
淵
は
歌

が
人
の
心
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
治
政

（
肥
）

の
上
で
役
立
つ
こ
と
を
認
め
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
と
よ
り
も
歌
は
、
人
の
こ
ゞ
ろ
を
の
ぶ
る
も
の
に
て
、
そ
れ

に
つ
け
て
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
あ
た
り
に
、
を
す
国
人
の
こ
、

ろ
を
も
し
ら
す
る
も
の
な
れ
ば
、
（
『
歌
意
考
』
、
平
・
阿
部
校
注
『
近

世
神
道
論
・
前
期
国
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
三
五
四
頁
）

歌
は
、
人
の
心
を
い
ふ
も
の
に
て
、
い
は
で
も
有
べ
く
、
世
の

た
め
に
用
な
き
に
似
た
れ
ど
、
是
を
よ
く
し
る
と
き
は
、
治
り

み
だ
れ
ん
よ
し
を
も
、
お
の
づ
か
ら
知
べ
き
な
り
、
（
『
国
意
考
』
、

同
右
、
三
七
七
頁
）

歌
は
人
の
心
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人

の
心
を
よ
く
知
れ
ば
治
世
の
指
針
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
真
淵
は
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い
う
。
大
菅
中
養
父
も
海
量
も
こ
の
真
淵
の
考
え
方
を
受
け
継
い
で

い
る
。

歌
が
政
治
的
な
用
を
果
た
す
と
い
っ
て
も
、
宋
儒
が
厳
し
く
勧
善

懲
悪
の
意
図
を
も
っ
て
詩
歌
を
政
治
に
用
い
た
の
と
は
異
な
る
。
あ

く
ま
で
も
歌
の
人
の
情
を
よ
く
あ
ら
わ
す
と
い
う
性
質
、
歌
の
「
真

心
よ
り
い
で
、
う
ら
う
へ
な
く
、
心
直
に
こ
と
ば
の
ゆ
た
け
か
れ
伽
」

こ
そ
人
の
心
を
な
ご
ま
せ
よ
ろ
こ
ば
せ
る
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
、

（
釦
）

歌
は
「
お
の
づ
か
ら
国
を
を
さ
む
る
を
し
へ
と
も
な
れ
る
」
の
で
あ

う
（
》
Ｏ

真
心
を
こ
と
ば
ゆ
た
か
に
表
現
し
た
歌
に
よ
っ
て
人
心
を
知
り
、

理
屈
に
よ
っ
て
で
は
な
く
歌
に
よ
っ
て
自
然
に
人
心
の
教
化
を
は
か

る
。
そ
う
し
た
統
治
の
し
か
た
こ
そ
「
天
地
に
合
ひ
て
、
御
代
を
治

（
副
）

め
ま
せ
し
、
古
へ
の
神
皇
の
道
」
な
の
で
あ
る
。
賀
茂
真
淵
派
の
歌

人
達
は
人
の
心
を
よ
く
伝
え
る
歌
を
も
っ
て
「
大
ら
か
に
ゆ
た
け
き

（
塊
）

天
地
の
心
」
に
か
な
う
統
治
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い

た
。

文
芸
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
英
君
十
一
代
藩
主
直
中
が
藩
校
に
和
学

方
を
置
い
た
の
も
「
文
」
を
治
国
の
用
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
直

中
が
稽
古
館
創
設
に
あ
た
っ
て
定
め
た
徒
の
冒
頭
に
「
文
」
に
つ
い

て
の
規
定
が
あ
る
。

一
文
を
学
ふ
の
肝
要
は
孝
悌
忠
信
の
道
を
基
と
し
て
治
国
安
民

の
旨
に
通
達
し
国
用
に
可
立
様
可
相
励
事
（
文
部
省
編
『
日
本
教

鈴
門
の
国
学
が
彦
根
藩
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
直
接

の
契
機
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
賀
茂
真
淵
派
か

ら
鈴
門
へ
の
移
行
の
差
し
渡
し
役
と
し
て
海
量
が
重
要
な
役
割
を
果

し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
海
量
は
、
早
く
天
明
五
年

（
別
）

（
一
七
八
五
年
）
、
松
坂
を
訪
れ
て
宣
長
と
親
交
を
深
め
て
い
る
。
県

居
門
の
歌
人
と
し
て
お
お
ら
か
な
古
風
の
歌
を
詠
む
海
量
と
、
古
風

に
と
ら
わ
れ
ず
技
巧
的
な
歌
を
認
め
る
宣
長
と
の
間
に
は
相
容
れ
な

い
部
分
も
あ
っ
た
が
、
海
量
は
若
い
彦
根
藩
士
松
井
安
国
に
鈴
屋
入

（
溺
）

門
を
勧
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

彦
根
藩
に
は
松
井
安
国
を
は
じ
め
と
し
て
小
原
君
雄
、
村
田
泰
足
、

（
記
）

三
浦
元
苗
な
ど
十
名
の
鈴
屋
門
人
が
い
る
。
十
名
と
い
う
数
は
他
の

藩
と
比
較
し
て
必
ず
し
も
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
藩
校
稽
古
館
の

育
史
資
料
巻
三
』
臨
川
書
店
、
一
九
六
九
年
、
三
八
九
頁
）

（
羽
）

直
中
の
時
代
は
撰
歌
集
が
た
く
さ
ん
編
ま
れ
、
歌
会
も
さ
か
ん
に

開
か
れ
た
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
直
中
主
催
の
仲
秋
観
月
の
歌
会

が
開
か
れ
る
の
は
毎
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
家
老
が
城
下
の
歌
人

百
人
を
集
め
て
歌
合
わ
せ
を
行
っ
た
記
録
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
風
雅

を
楽
し
む
ば
か
り
で
は
な
く
治
国
安
民
を
念
頭
に
お
い
て
行
わ
れ
た

の
で
あ
る
。

第
二
章
鈴
門
へ
の
移
行
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第
一
の
詠
歌
の
意
味
づ
け
の
問
題
に
つ
い
て
の
鈴
門
の
答
え
は
明

快
で
あ
る
。
歌
は
心
に
思
う
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

て
、
二
義
的
な
目
的
を
想
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
歌
ノ
本
体
、
政

治
ヲ
タ
ス
ク
ル
タ
メ
ニ
モ
ァ
ラ
ズ
、
身
ヲ
オ
サ
ム
ル
為
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、

（
”
）

タ
、
心
二
思
う
事
ヲ
イ
フ
ョ
リ
外
ナ
シ
」
と
い
う
宣
長
の
言
葉
ど
お

り
で
あ
る
。

初
代
和
学
方
と
し
て
鈴
門
の
小
原
君
雄
、
村
田
泰
足
が
任
命
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
藩
命
に
よ
っ
て
編
蟇
さ
れ
た
『
彦
根
歌
集
』
の
序
を
宣

長
に
依
頼
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
彦
根
藩
が
鈴
門
を
力
と
頼
ん

で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

県
居
門
か
ら
鈴
門
へ
の
移
行
に
際
し
て
は
大
き
な
問
題
が
二
点
あ

っ
た
。
第
一
に
県
居
門
の
人
々
が
歌
の
政
教
の
具
と
し
て
の
は
た
ら

き
を
認
め
る
の
に
対
し
て
、
鈴
門
で
は
歌
は
た
だ
心
情
を
表
現
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
固
執
し
、
歌
を
政
治
的
目
的
に
従
属
さ

せ
る
こ
と
を
堅
く
拒
否
し
て
い
た
。

第
二
の
問
題
は
県
居
門
で
は
万
葉
ぶ
り
の
古
風
の
詠
歌
だ
け
が
認

め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
鈴
門
で
は
古
風
と
後
世
風
を
共
存
さ

せ
詠
み
わ
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
詠
歌
の
問
題

で
あ
る
が
、
実
は
真
淵
の
国
学
と
宣
長
の
国
学
の
質
的
な
相
違
が
反

映
さ
れ
て
い
る
。

彦
根
藩
に
お
け
る
鈴
門
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
小
原
君
雄
と
村

田
泰
足
は
、
皮
肉
に
も
和
学
方
と
し
て
政
教
の
用
と
し
て
の
歌
の
は

た
ら
き
を
実
践
し
推
進
し
て
い
く
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
た
と

え
ば
藩
校
版
で
刊
行
さ
れ
た
村
田
泰
足
の
『
凝
烟
舎
詠
草
』
に
寄
せ

た
小
原
君
雄
の
序
で
は
歌
の
政
治
的
な
役
割
に
つ
い
て
は
一
言
も
言

及
さ
れ
て
い
な
い
・
藩
の
和
学
方
が
藩
校
で
出
版
し
た
歌
集
に
つ
い

て
記
し
た
序
で
あ
る
。
歌
を
治
国
安
民
の
た
め
の
手
段
と
考
え
る
な

ら
ば
、
当
然
そ
の
旨
が
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
凝
烟

舎
詠
草
』
の
序
で
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
歌
の
古
風
と
後
世
風
の

問
題
で
あ
り
、
讃
え
ら
れ
て
い
る
の
は
村
田
泰
足
の
詠
歌
に
対
す
る

真
蟄
な
姿
勢
な
の
で
あ
る
（
後
出
）
。
小
原
君
雄
の
序
で
は
治
国
に
役

立
つ
も
の
と
し
て
歌
を
と
ら
え
る
視
点
が
欠
落
し
、
古
風
か
後
世
風

か
と
い
う
歌
の
表
現
形
式
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。

小
原
君
雄
に
と
っ
て
詠
歌
と
は
政
治
の
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、

師
宣
長
の
教
え
の
と
お
り
思
い
を
あ
や
な
言
葉
に
託
し
て
の
べ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
後
年
（
文
政
八
年
〈
一
八
二
五
年
〉
）
小
原
は
和
学
方
と

し
て
藩
校
改
革
の
意
見
を
問
わ
れ
て
、
和
学
は
藩
校
で
公
の
科
目
と

し
て
教
え
る
よ
り
も
む
し
ろ
私
塾
で
教
え
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
と
述

べ
て
い
る
。
小
原
君
雄
の
考
え
る
和
学
は
藩
と
い
う
公
の
政
治
機
構

と
は
本
質
的
に
な
じ
ま
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
小
原
君
雄

に
と
っ
て
和
学
と
は
漢
学
と
対
置
さ
れ
る
よ
う
な
学
問
で
は
な
く
、

よ
り
基
本
的
な
誰
で
も
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
学
び
、
身
に
つ
け
る

I71 彦根藩における国学の受容と変化



べ
き
素
養
で
あ
っ
た
。
詠
歌
を
例
に
と
っ
て
い
え
ば
、
政
治
に
役
立

て
る
た
め
に
歌
を
詠
む
の
で
は
な
か
っ
た
。
思
い
を
雅
な
言
葉
に
託

し
て
の
べ
る
こ
と
は
誰
に
強
制
さ
れ
る
と
も
な
く
、
誰
も
が
お
の
ず

か
ら
な
す
べ
き
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

小
原
君
雄
は
改
革
の
た
め
の
意
見
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

和
学
之
儀
ハ
皇
国
之
大
道
ニ
テ
、
何
学
仕
候
者
迩
モ
不
存
候
テ

不
叶
道
二
御
座
候
ヘ
ハ
、
別
段
二
和
学
寮
迩
師
範
有
之
学
館
ニ

テ
教
授
仕
候
儀
ハ
承
り
及
ハ
ス
（
中
略
）
是
非
此
学
張
行
仕
候

ハ
ン
ニ
ハ
、
芸
州
学
寮
之
振
合
二
御
座
候
テ
ハ
不
被
行
事
卜
存

候
。
（
文
部
省
編
『
日
本
教
育
史
資
料
巻
十
二
』
臨
川
書
店
、
一
九
七
○
年
、

五
○
三
頁
’
五
○
四
頁
。
便
宜
上
、
句
読
点
を
加
え
た
。
）

和
学
は
「
皇
国
之
大
道
」
で
、
ど
の
よ
う
な
学
問
を
修
め
る
者
で

も
必
ず
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
問
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
教
授
を

藩
校
の
和
学
方
に
限
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
和
学
の
隆
盛
を
願

う
な
ら
ば
芸
州
の
例
に
倣
う
べ
き
で
あ
る
と
小
原
君
雄
は
い
う
。

稽
古
館
で
は
和
学
方
が
冷
遇
さ
れ
て
い
た
し
、
ま
た
、
小
原
君
雄

が
改
革
の
意
見
書
の
中
で
引
用
し
て
い
る
肥
後
の
例
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
和
学
と
漢
学
の
間
の
軋
礫
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
問

題
は
す
べ
て
和
学
の
と
ら
え
方
が
誤
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
の
が

小
原
君
雄
の
考
え
で
あ
る
。
和
学
と
は
漢
学
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
あ
る

も
の
で
は
な
い
。
よ
り
基
本
的
な
、
誰
で
も
が
当
然
身
に
つ
け
る
べ

き
素
養
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
芸
州
で
い
か
に
実
践
さ
れ
て
い
た
か
、

小
原
君
雄
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

芸
州
二
和
学
者
多
ク
、
家
士
六
百
石
ョ
リ
以
下
之
人
々
又
町
人

百
姓
神
職
之
族
、
段
々
国
学
霧
が
管
轄
す
る
公
の
学
問
と
い
う
意

味
ｌ
筆
者
注
）
同
様
二
和
学
寮
相
立
申
度
旨
安
芸
侯
へ
願
候
へ

ト
モ
、
志
願
不
相
叶
候
二
付
各
申
談
シ
、
其
中
之
町
家
之
富
人

自
分
之
借
家
ヲ
漬
シ
申
候
テ
私
二
和
学
間
所
建
立
仕
候
二
付
、

和
学
達
者
之
人
々
代
ル
代
ル
弟
子
ヲ
聚
メ
申
候
テ
教
導
仕
候
処
、

大
二
被
行
候
テ
他
国
之
志
有
之
者
モ
滞
留
稽
古
等
仕
、
騒
々
敷

相
聞
エ
申
候
、
依
之
侯
ョ
リ
モ
難
被
捨
置
、
町
奉
行
一
人
シ
、

代
ル
代
ル
出
席
見
届
申
候
様
ノ
定
二
相
成
、
日
々
繁
栄
雅
事
ニ

テ
不
作
法
モ
無
之
、
終
二
芸
藩
二
公
子
御
出
席
弥
以
学
徒
多
集

仕
相
続
仕
候
故
二
、
後
々
ハ
侯
ョ
リ
普
請
作
事
モ
被
仰
付
国
学

同
様
二
相
成
申
候
、
一
盛
事
ニ
テ
珍
敷
事
二
御
座
候
。
（
同
前
、

五
○
四
頁
）

和
学
を
志
す
「
家
士
」
、
「
町
人
百
姓
神
職
」
の
人
々
が
私
設
の
塾

に
つ
ど
っ
て
学
び
、
そ
れ
が
他
国
の
同
じ
志
を
も
つ
人
々
に
ま
で
広

ま
っ
て
、
つ
い
に
は
藩
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
る
ま
で
の
様
子
が
目

に
浮
か
ぶ
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
小
原
君
雄
が
理
想
と
し
て
い

た
の
は
藩
や
政
治
と
い
っ
た
機
構
か
ら
離
れ
た
和
学
の
学
び
で
あ
っ

た
。

小
原
君
雄
の
提
案
が
実
現
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
か
で
は
な
い
。
し
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｜
｜

第
二
の
古
風
を
固
守
す
る
か
、
後
世
風
を
も
容
認
す
る
か
と
い
う

問
題
は
賀
茂
真
淵
と
宣
長
の
思
想
の
根
本
的
な
相
違
に
根
ざ
し
て
い

ブ
（
》
Ｏ

生
ま
れ
つ
い
て
の
歌
人
で
あ
る
真
淵
は
ほ
と
ん
ど
感
覚
的
に
万
葉

集
の
ゆ
た
か
な
言
葉
を
吸
収
し
、
そ
の
精
神
ま
で
を
我
が
物
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
ひ
た
む
き
な
エ
ネ

か
し
、
賀
茂
真
淵
派
の
歌
人
達
の
頃
は
政
治
に
附
属
さ
せ
ら
れ
て
い

た
彦
根
藩
の
国
学
が
自
立
し
て
い
く
気
運
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
原
君
雄
の
意
見
書
は
次
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
も
、
宣
長
の
国

学
の
本
質
的
な
性
格
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
宣
長
の
学
問
は
常

に
そ
れ
ま
で
の
限
定
さ
れ
た
枠
組
み
を
う
ち
破
る
方
向
を
目
指
し
て

い
る
。
歌
論
に
つ
い
て
は
堂
上
家
の
独
占
と
秘
伝
を
否
定
し
、
さ
ら

に
は
恩
師
真
淵
の
古
風
に
拘
泥
す
る
姿
勢
を
も
批
判
し
て
容
赦
な
か

っ
た
。
ま
た
『
古
事
記
伝
』
は
、
日
本
紀
の
家
と
い
わ
れ
た
吉
田
家
、

伊
勢
神
宮
の
権
威
を
背
景
に
し
た
伊
勢
神
道
、
あ
る
い
は
秘
伝
に
よ

る
修
養
を
重
視
し
た
垂
加
神
道
な
ど
の
特
別
な
学
閥
に
よ
ら
な
い
は

じ
め
て
の
記
紀
研
究
で
あ
っ
た
。

宣
長
の
国
学
は
そ
れ
ま
で
特
定
の
限
ら
れ
た
場
に
と
じ
こ
め
ら
れ

て
い
た
歌
や
古
学
を
解
放
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
小
原
君
雄
の

和
学
の
と
ら
え
方
も
こ
の
文
脈
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
詔
）

ル
ギ
ー
の
供
給
源
と
な
っ
た
の
は
「
天
地
の
心
」
が
古
と
か
わ
る
こ

と
な
く
今
も
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
う
確
信
で
あ
っ
た
。
「
春
も
漸

の
ど
け

に
し
て
長
閑
き
春
と
な
り
、
夏
も
漸
に
し
て
、
あ
つ
き
夏
と
な
れ
る

（
豹
）

が
ご
と
く
」
、
四
季
は
お
の
づ
か
ら
お
だ
や
か
に
め
ぐ
っ
て
い
く
。

こ
の
お
の
づ
か
ら
の
天
地
の
営
み
が
真
淵
の
思
想
を
支
え
て
い
る
。

「
古
へ
の
神
皇
の
道
」
も
「
天
地
に
合
ひ
て
、
御
代
を
治
め
ま
せ
し
」

（
釦
）道

な
の
で
あ
り
、
唐
と
ち
が
っ
て
仁
義
礼
智
の
徳
目
を
こ
と
さ
ら
挙

（
釦
）

げ
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
も
「
天
地
の
心
の
ま
、
な
る
こ
そ
よ
け
れ
」

と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

歌
も
も
ち
ろ
ん
「
天
地
の
心
」
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

真
淵
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
歌
の
）
し
ら
べ
の
大
よ
そ
は
、
（
中
略
）
つ
ら
ぬ
く
に
、
高
く
直

き
心
を
も
て
す
。
且
そ
の
高
き
中
に
み
や
ぴ
あ
り
、
な
ほ
き
中

に
雄
々
し
き
心
は
あ
る
也
。
何
ぞ
と
い
へ
ば
、
よ
る
づ
の
も
の
、

父
母
な
る
天
地
は
、
春
夏
秋
冬
を
な
し
ぬ
・
そ
が
中
に
生
ま
る
、

も
の
、
こ
を
わ
か
ち
得
る
か
ら
に
、
う
た
ひ
出
る
歌
の
調
べ
も

し
か
也
。
（
『
邇
飛
麻
那
微
』
、
平
・
阿
部
校
注
『
近
世
神
道
論
・
前
期
国

学
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
三
五
八
頁
）

歌
の
し
ら
べ
は
天
地
が
紡
ぎ
出
す
春
夏
秋
冬
の
性
質
を
わ
か
ち
も

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
中
に
は
み
や
び
な
し
ら
べ
も
あ
り
、
ま
た

雄
々
し
い
調
べ
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
天
地
の
心
」
は
真
淵

に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
判
断
し
評
価
す
る
際
の
規
準
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
、
そ
の
「
天
地
の
心
」
は
今
も
昔
も
か
わ
ら
な
い
。
そ
れ
が

真
淵
に
復
古
を
確
信
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

い
で
や
天
地
の
、
か
は
ら
ふ
事
な
き
ま
に
ま
に
、
烏
も
け
も
の

も
、
草
も
木
も
、
い
に
し
へ
の
ご
と
、
な
ら
ぬ
し
な
き
を
お
も

へ
ば
、
人
の
か
ぎ
り
し
も
な
ぞ
や
、
い
に
し
へ
今
と
、
こ
と
な

る
べ
き
。
（
『
歌
意
考
』
、
同
前
、
三
五
○
頁
）

真
淵
は
「
天
地
の
心
」
の
後
ろ
盾
に
よ
っ
て
、
今
こ
の
世
に
あ
り

な
が
ら
古
の
人
々
と
同
化
で
き
る
と
い
う
確
信
を
つ
か
ん
だ
。
真
淵

の
思
想
に
見
ら
れ
る
ゆ
っ
た
り
と
し
た
大
ら
か
さ
は
「
天
地
の
心
」

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
安
定
感
と
表
裏
一
体
を
な
す
も

の
で
あ
っ
た
。

真
淵
ほ
ど
文
学
的
な
才
に
恵
ま
れ
ず
、
む
し
ろ
現
実
的
な
生
活
者

で
あ
り
、
実
証
的
な
研
究
を
身
上
と
す
る
宣
長
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
に

万
葉
集
に
心
酔
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
語
法
か
ら
い
え
ば
上

古
よ
り
中
古
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
し
、

技
巧
を
か
た
く
な
に
否
定
す
る
真
淵
の
考
え
は
現
実
か
ら
か
け
離
れ

た
空
論
の
よ
う
に
宣
長
に
は
思
わ
れ
た
。
何
よ
り
も
宣
長
に
と
っ
て

天
地
は
す
で
に
死
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
真
淵
の
よ
う
に
そ
れ
に
よ
っ

て
詠
歌
を
意
味
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

天
地
は
死
物
に
し
て
、
心
も
し
わ
ざ
も
あ
る
物
に
は
あ
ら
い
を

心
も
あ
り
て
し
わ
ざ
も
あ
る
が
如
く
思
は
る
、
は
、
み
な
神
の

御
心
に
て
、
神
の
御
し
わ
ざ
也
、
た
と
へ
ば
、
天
地
は
器
物
の

ご
と
く
、
神
は
そ
の
器
物
を
用
ふ
人
の
如
し
、
人
有
て
用
へ
ば

こ
そ
、
器
物
は
そ
れ
ぞ
れ
の
用
を
な
せ
、
み
づ
か
ら
は
た
ら
き

て
用
を
な
す
物
に
は
あ
ら
ず
、
（
『
く
ず
花
』
、
『
本
居
宣
長
全
集
』
第

八
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
○
年
、
一
四
二
頁
）

天
地
は
も
は
や
死
物
で
あ
る
。
そ
れ
を
動
か
す
神
が
人
に
な
ぞ
ら

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
象
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。
死
物
で

あ
る
天
地
を
器
の
よ
う
に
人
が
使
う
。
宣
長
の
世
界
は
、
そ
れ
ま
で

の
天
地
の
運
動
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
を
も
つ
世
界
観
と
は
異
な
る
、

人
だ
け
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
宣
長
は
、
天
地
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る

四
季
の
営
み
に
よ
っ
て
確
信
を
与
え
ら
れ
、
「
天
地
の
心
」
の
ま
ま

に
安
ん
じ
て
歌
を
詠
ん
で
い
れ
ば
よ
か
っ
た
真
淵
と
は
異
な
っ
て
、

人
だ
け
の
世
界
の
中
で
生
き
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
確
信
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
真
淵
が
古
と
同
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
単
純
に
信
じ
、
ひ
た
す
ら
古
を
追
慕
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
「
天

地
の
心
」
の
後
ろ
盾
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
は
や
そ
れ
を

持
た
な
い
宣
長
の
目
は
歌
の
実
際
の
変
遷
に
向
け
ら
れ
て
い
く
。

人
々
が
織
り
な
す
歴
史
的
な
変
遷
の
中
で
歌
を
と
ら
え
て
い
く
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
宣
長
の
歌
論
は
、
大
ら
か
で
の
ど
か
な
、
し
か
し

ひ
た
す
ら
な
古
へ
の
追
慕
を
感
じ
さ
せ
る
真
淵
の
歌
論
と
は
異
な
っ

て
実
証
的
な
歌
学
研
究
の
趣
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

宣
長
は
真
淵
ほ
ど
楽
観
的
に
今
の
世
に
生
き
る
者
が
素
直
な
万
葉

ぶ
り
の
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
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古
風
は
時
代
遠
け
れ
ば
、
今
の
世
の
人
、
い
か
に
よ
く
ま
な
ぶ

と
い
へ
ど
も
、
な
ほ
今
の
世
の
人
な
れ
ば
、
そ
の
心
全
く
古
人

の
情
の
ご
と
く
に
は
変
化
し
が
た
け
れ
ば
、
よ
み
出
る
歌
、
古

風
と
お
も
へ
ど
も
、
猶
や
、
も
す
れ
ば
、
近
き
後
世
の
意
訶
味

の
ま
じ
り
や
す
き
も
の
也
（
『
宇
比
山
踏
』
、
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
一

巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
四
頁
）

し
か
も
、
歌
の
変
遷
を
概
観
す
れ
ば
、
歌
詞
を
あ
や
な
し
技
巧
的

（
蛇
）

に
な
る
の
は
当
然
の
道
理
と
思
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
宣
長
は

後
世
風
を
積
極
的
に
容
認
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
宣
長
の
歌
風
は
、

そ
の
詳
細
な
歌
の
変
遷
の
研
究
の
結
果
、
あ
や
な
し
て
よ
む
と
い
う

雅
の
追
求
に
た
ど
り
つ
く
。

こ
う
し
た
変
化
は
彦
根
の
歌
人
達
に
よ
っ
て
敏
感
に
と
ら
え
ら
れ

て
い
た
。
小
原
君
雄
は
大
ら
か
な
万
葉
ぶ
り
の
歌
を
詠
む
生
粋
の
県

居
門
の
歌
人
海
量
と
小
林
義
兄
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

海
量
、
義
兄
は
、
い
と
古
き
姿
を
の
み
好
き
、
物
し
て
、
其
の

古
き
中
に
も
お
ふ
り
落
ち
た
る
、
ひ
な
ひ
た
る
、
け
ち
め
あ
る

事
ま
て
は
い
は
す
、
ひ
た
趣
な
り
つ
る
を
、
泰
足
の
み
尚
此
こ

と
を
も
能
く
弁
へ
て
、
古
風
を
も
諸
定
か
に
路
分
け
、
近
き
代

み
だ

の
ふ
り
を
も
委
し
く
さ
と
し
明
め
て
、
ふ
り
ぶ
り
漫
り
な
ら
さ

り
し
（
『
凝
烟
舎
詠
草
』
序
、
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
蔵
）

小
原
君
雄
は
、
県
居
門
の
海
量
や
小
林
義
兄
が
た
だ
何
の
見
境
も

な
く
「
ひ
た
趣
」
に
古
風
の
み
追
う
こ
と
を
批
判
し
、
両
風
を
そ
れ

ぞ
れ
「
定
か
に
路
分
け
」
、
「
委
し
く
さ
と
し
明
め
て
」
そ
れ
ぞ
れ
「
漫

り
な
ら
さ
り
し
」
さ
ま
に
詠
み
分
け
る
鈴
門
の
村
田
泰
足
を
高
く
評

価
し
て
い
る
。
鈴
門
の
歌
学
研
究
が
県
居
門
よ
り
数
段
す
ぐ
れ
て
い

る
こ
と
を
誇
る
文
章
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
読
み
と
る
べ
き
こ

と
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
・

県
居
門
の
人
々
が
「
ひ
た
趣
」
に
古
風
を
守
る
さ
ま
は
、
県
居
門

に
お
い
て
詠
歌
が
「
天
地
の
心
」
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
切
実

な
営
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
一
方
、
鈴
門
の
村
田
泰

足
の
、
詳
し
い
歌
学
研
究
に
基
づ
い
て
両
風
を
詠
み
分
け
漫
り
な
ら

ぬ
さ
ま
に
詠
み
お
さ
め
る
姿
勢
は
、
歌
が
内
発
的
な
も
の
で
は
な
く

な
っ
て
研
究
の
対
象
と
な
り
、
表
面
的
な
技
巧
に
終
始
す
る
さ
ま
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。

県
居
門
の
海
量
に
も
、
評
価
は
逆
で
あ
る
が
同
じ
内
容
の
指
摘
が

あ
る
。

（
宣
長
の
）
あ
め
る
ふ
み
、
よ
め
る
歌
を
み
る
に
、
こ
と
の
ひ
ろ

く
、
こ
と
わ
り
の
こ
ま
や
か
な
る
こ
と
は
そ
の
か
ぎ
り
を
も
し

ら
ざ
れ
ど
、
真
淵
翁
ら
の
あ
ら
は
せ
る
ふ
み
ど
も
の
、
心
ば
へ

の
な
ほ
に
し
て
大
ら
か
に
、
こ
と
ば
の
ゆ
た
け
く
、
し
ら
べ
の

を
、
し
き
に
く
ら
べ
て
は
、
雲
ゐ
に
か
け
る
あ
し
た
づ
と
、
澤

べ
に
あ
さ
る
あ
ぢ
が
も
な
ど
の
た
が
ひ
な
せ
り
。
よ
く
お
も
ふ

に
、
年
月
に
あ
ら
は
せ
る
ふ
み
ど
も
を
、
よ
人
の
め
で
は
や
せ

る
は
、
こ
と
の
く
は
し
く
つ
ば
ら
な
る
に
心
の
か
た
む
く
に
し
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て
、
ま
こ
と
に
は
そ
の
う
っ
は
の
ち
い
さ
く
し
て
、
大
ら
か
な

る
ひ
じ
り
の
道
の
こ
、
ろ
に
い
ら
ざ
る
な
る
べ
し
。
（
海
量
の
寛

政
九
年
、
十
二
月
二
十
六
日
の
日
記
。
森
銑
三
「
海
量
法
師
」
、
『
森
銑
三

著
作
集
』
第
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
年
、
一
六
八
頁
’
一
六
九
頁
）

宣
長
の
著
作
、
歌
は
「
こ
と
の
ひ
ろ
く
、
こ
と
わ
り
の
こ
ま
や
か

な
る
こ
と
」
か
ぎ
り
も
な
い
け
れ
ど
も
、
真
淵
の
著
作
の
品
格
の
高

さ
と
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
小
原
君
雄
と
同
じ
よ

う
に
海
量
も
鈴
門
の
学
問
の
本
質
を
見
抜
い
て
い
る
。
宣
長
の
学
問

は
広
く
文
献
を
渉
猟
し
、
実
証
的
に
事
実
を
検
証
し
て
い
く
。
天
地

自
然
の
営
み
を
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
人
為
に
よ
っ

て
す
べ
て
を
説
明
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
た
宣
長
の
学
問
は
海
量
に
は
い
か
に
も
狭
量
に
、
理
屈

め
い
て
見
え
た
の
で
あ
る
。

宣
長
に
よ
っ
て
国
学
は
非
常
な
進
歩
を
み
た
。
古
典
研
究
や
国
語

学
に
お
け
る
実
証
的
な
研
究
の
水
準
の
高
さ
、
あ
る
い
は
民
俗
学
的

な
分
野
を
も
包
容
す
る
視
野
の
広
さ
。
い
ず
れ
も
真
淵
の
な
し
得
な

い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
詠
歌
の
意
味
や
変
遷
に
つ
い
て
も
宣
長
の
研

究
は
「
こ
と
の
く
は
し
く
つ
ば
ら
な
る
」
と
い
う
海
量
の
評
価
ど
お

り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
学
術
的
な
進
歩
の
反
面
、
鈴
門
の

詠
歌
は
県
居
門
の
人
々
の
「
ひ
た
趣
」
な
さ
ま
を
失
い
、
人
為
の
技

巧
に
傾
斜
し
て
い
く
。
小
原
君
雄
と
海
量
の
文
章
は
そ
れ
を
よ
く
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

長
野
義
言
の
出
自
に
つ
い
て
は
伊
勢
飯
高
郡
の
出
身
で
あ
る
と
い

う
こ
と
以
外
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
諸
方
遊
学
を
経
て
、

二
十
八
歳
（
天
保
十
三
年
〈
一
八
四
二
年
〉
）
の
時
か
ら
伊
吹
山
の
麓
に
高

尚
館
と
い
う
私
塾
を
か
ま
え
て
国
学
を
講
じ
た
。
門
人
は
『
授
業
門

（
調
）

人
姓
名
録
』
に
よ
れ
ば
二
六
○
名
を
超
え
、
部
屋
住
時
代
の
井
伊
直

弼
が
義
言
を
師
と
仰
い
だ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
義
言
自
身

は
鈴
屋
の
門
人
で
は
な
か
っ
た
が
、
師
事
し
た
堀
内
広
城
は
本
居
春

庭
門
下
の
歌
人
で
あ
り
、
義
言
も
養
子
義
文
を
本
居
内
遠
の
も
と
で

（
弧
）

学
ば
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
鈴
門
と
関
係
の
深
い
長
野
義
言
が
宣
長
の
国
学
の
流

れ
を
ひ
く
国
学
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

ろ
う
が
、
彼
の
思
想
内
容
に
は
宣
長
と
は
か
な
り
異
質
な
部
分
が
あ

る
。
真
淵
や
宣
長
は
常
に
神
代
を
規
範
と
し
そ
れ
に
か
え
る
こ
と
を

め
ざ
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
義
言
の
場
合
古
に
か
え
る
と
い
う
意

識
は
希
薄
で
、
む
し
ろ
眼
前
の
問
題
を
乗
り
越
え
る
力
を
国
学
に
期

待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一

宣
長
は
常
に
『
古
事
記
』
、
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
神
々
の
事

第
三
章
長
野
義
言
の
歌
論
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跡
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
。
古
の
神
々
や
天
皇
の
事
跡
が
規
範
と
し

て
あ
り
、
そ
れ
が
人
の
ふ
む
べ
き
道
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
長
野
義
言
の
場
合
は
、
古
に
か
え
る
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
今
自
然
に
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
備
わ
っ
て
い
る
「
神
の
道
」

を
成
就
さ
せ
る
こ
と
が
思
わ
れ
て
い
る
。
「
神
の
道
」
に
つ
い
て
長

野
義
言
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

天
下
国
家
も
治
め
ん
と
思
ひ
給
ひ
て
、
神
の
道
の
ま
、
に
お
こ

な
ひ
給
へ
ば
、
自
然
に
治
る
処
あ
り
。
是
い
は
ゆ
る
神
の
道
也
。

人
一
身
比
の
う
へ
に
て
も
、
い
か
な
る
事
を
も
せ
ん
と
思
ひ
て

お
の
ず
か
ら

つ
と
む
る
ほ
ど
に
、
自
然
其
妙
に
い
た
る
。
是
人
力
の
み
な

こ
と
わ
り

ら
す
、
い
は
ゆ
る
神
の
道
の
ま
、
に
し
て
、
天
地
の
間
の
道
理

也
。
（
『
沢
能
根
世
利
』
、
芳
賀
・
松
本
校
注
『
国
学
運
動
の
思
想
』
岩
波

書
店
、
一
九
七
四
年
、
四
二
頁
）

「
神
の
道
」
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
そ
の
妙
に
至
る
こ
と
が

で
き
る
。
人
力
だ
け
で
は
な
く
、
神
の
道
に
よ
っ
て
こ
と
が
成
就
す

る
。
そ
れ
が
「
天
地
の
間
の
道
理
」
で
あ
る
と
長
野
義
言
は
い
う
。

「
天
地
の
道
理
」
と
は
「
神
の
道
」
の
ま
ま
に
行
え
ば
、
自
然
に
其

の
妙
に
至
る
こ
と
を
い
う
。
人
の
な
す
べ
き
こ
と
と
は
こ
の
「
神
の

道
」
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。

見
る
眼
、
き
く
耳
、
い
ふ
口
、
と
る
手
、
ゆ
く
足
ま
で
に
、
□

み
た
ま
の
ふ
ゆ

産
霊
の
神
の
御
恩
頼
ぞ
と
し
り
た
ら
ん
う
へ
は
、
わ
ざ
も
行
ひ

も
亦
、
此
神
の
道
に
ぞ
よ
る
べ
き
事
な
り
。
そ
の
神
の
道
に
よ

お
の
づ
か
ら
そ
な
は
れ
る
み
ち

ら
ん
と
思
は
ん
に
は
、
自
然
備
有
道
に
よ
り
て
、
他
に
も
と

む
る
事
な
く
、
私
意
を
は
な
れ
得
ば
、
い
と
明
ら
か
に
弁
へ
ら

れ
な
ん
。
（
中
略
）
何
事
に
よ
ら
ず
っ
と
む
べ
き
元
は
、
各
其
身

に
具
し
な
が
ら
、
得
つ
と
め
ぬ
は
自
然
を
う
し
な
ふ
不
肖
也
。

（
同
右
）

産
霊
の
神
の
御
恩
頼
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
在
る
以
上
、
何
に
せ
よ

「
神
の
道
」
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
神
の
道
」
に
よ
る
と
は
「
自
然

備
有
道
」
に
よ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
私
意
（
こ
こ
で
は
さ
か
し
ら

な
、
自
然
に
反
す
る
心
を
意
味
す
る
）
を
離
れ
れ
ば
明
ら
か
に
解
る
こ
と

で
あ
る
。
「
自
然
備
有
道
」
を
そ
な
え
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
に

従
わ
な
い
の
は
、
「
自
然
を
う
し
な
ふ
不
肖
」
で
あ
る
。

一
見
し
て
宣
長
の
真
心
論
を
思
わ
せ
る
が
根
本
的
な
部
分
が
異
な

っ
て
い
る
。
宣
長
の
真
心
論
で
は
、
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
ま
ま

の
心
（
真
心
）
が
か
く
あ
る
べ
き
規
範
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
か
え
る

べ
き
こ
と
が
強
く
訴
え
か
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
長
野
義
言
は

同
じ
内
容
を
述
べ
な
が
ら
、
強
調
点
は
み
ず
か
ら
の
内
に
あ
る
「
自

然
備
有
道
」
を
認
識
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
発
現
さ
せ
る
こ
と
に
置

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
力
を
超
え
た
妙
に
至
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
長
野
義
言
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
義
言
に

と
っ
て
国
学
と
は
、
宣
長
の
よ
う
に
古
を
規
範
と
し
て
学
ぶ
こ
と
で

は
な
く
、
人
力
を
超
え
た
力
を
提
供
し
て
く
れ
る
源
な
の
で
あ
る
。
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｜
｜

こ
の
相
違
は
両
者
の
歌
論
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
宣

長
が
歌
は
情
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
な
が
ら
も
、
詞
を
選
び

整
え
て
雅
に
詠
む
こ
と
を
詠
歌
の
条
件
と
し
た
の
は
、
宣
長
に
と
っ

て
歌
が
か
く
あ
る
べ
き
心
ぱ
へ
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

ブ
（
》
○

宣
長
が
理
想
と
し
た
の
は
、
漢
意
に
汚
染
さ
れ
る
以
前
の
、
も
の

や
こ
と
の
あ
は
れ
を
深
く
感
じ
る
心
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
神

代
の
こ
こ
ろ
ば
へ
で
あ
り
、
神
に
与
え
ら
れ
た
ま
ま
の
心
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
を
今
に
伝
え
て
い
る
の
が
歌
で
あ
り
、
歌
文
を

学
び
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
は
れ
深
い
心
ば
へ
を
獲
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
宣
長
は
そ
う
考
え
て
い
た
。
宣
長
に
と
っ
て
歌
は

神
の
示
す
規
範
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。

長
野
義
言
の
歌
論
に
は
そ
う
し
た
規
範
的
な
意
識
は
な
い
。
た
だ

情
を
そ
の
ま
ま
表
現
す
る
こ
と
だ
け
が
説
か
れ
て
い
る
。

か
ゞ
れ
ば
上
手
と
い
は
れ
て
よ
く
詠
む
人
も
、
至
る
所
は
自
然

に
な
る
情
の
ま
、
に
立
ち
帰
る
や
う
に
と
心
す
べ
き
事
に
て
、

今
の
世
の
人
の
ご
と
情
を
本
と
せ
ざ
る
歌
は
な
ら
ず
。
（
『
歌
の

大
意
』
、
佐
々
木
・
芳
賀
校
註
『
和
歌
作
法
集
』
博
文
館
、
一
九
一
五
年
、

九
四
頁
）

自
然
の
情
の
切
な
る
は
上
手
も
及
び
難
か
る
べ
し
。
（
同
右
）

「
上
手
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
巧
み
を
尽
く
し
た
歌
は
評
価
さ
れ

（
妬
）

な
い
。
詞
は
あ
く
ま
で
も
「
末
」
で
あ
り
、
「
本
」
で
あ
る
情
を
失

わ
な
い
こ
と
が
第
一
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
長
野
義
言
の
歌
論
で
は
宣
長
に
お
い
て
示
さ
れ
て

い
た
神
代
の
心
ば
え
に
か
え
る
と
い
う
道
筋
が
見
え
な
く
な
り
、

「
自
然
備
有
」
情
を
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
す
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
自
然
備
有
道
」
つ
ま
り
「
神
の
道
」
に
そ

う
こ
と
に
よ
っ
て
人
力
を
超
え
た
妙
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。

義
言
は
情
の
な
い
草
木
さ
え
歌
に
感
ず
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
感

嘆
し
て
「
実
に
天
地
の
道
理
を
尽
く
す
事
、
歌
な
ら
ず
は
有
る
べ
か

（
調
）

ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
天
地
の
道
理
を
尽
く
す
」
と
は
神
の
道

の
ま
ま
に
お
こ
な
っ
て
そ
の
自
然
の
妙
が
充
分
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
長
野
義
言
は
宣
長
の
よ
う
に
歌
に
規
範
を
見
い
だ
す

の
で
は
な
く
、
歌
の
も
つ
人
力
を
超
え
た
力
に
依
る
こ
と
を
考
え
て

い
る
。
眼
前
の
現
実
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
力
を
国
学
に
求
め
て
い

た
の
で
あ
る
。

藩
校
改
革
に
対
す
る
長
野
義
言
の
姿
勢
が
そ
の
一
例
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
義
言
が
藩
校
弘
道
館
（
天
保
元
年
〈
一
八
三
○
年
〉
稽
古
館
は
弘
道

館
と
改
称
さ
れ
た
）
の
和
学
方
と
な
っ
た
時
、
直
中
の
頃
の
清
新
な
気

風
は
薄
れ
、
当
時
の
藩
主
井
伊
直
弼
を
し
て
「
礼
儀
廉
恥
之
心
薄
ク

（
”
）

柔
弱
二
流
し
近
来
以
之
外
ナ
ル
風
俗
二
相
成
候
」
と
嘆
か
せ
る
ほ
ど
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の
惨
状
で
あ
っ
た
。
『
諸
学
校
紀
聞
』
に
も
彦
根
藩
の
藩
校
に
つ
い

（
銘
）

て
「
其
制
疎
略
に
し
て
」
、
「
教
も
行
れ
難
く
衰
弊
の
様
子
成
と
云
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

長
野
義
言
は
こ
う
し
た
藩
校
の
状
態
を
国
学
を
中
心
に
す
え
る
こ

と
よ
っ
て
克
服
し
て
い
こ
う
と
し
た
。
田
中
千
和
氏
に
よ
れ
ば
、
長

野
義
言
の
「
弘
道
館
御
改
革
趣
意
害
」
は
「
藩
学
の
機
構
の
素
乱
、

藩
儒
の
無
気
力
、
子
弟
の
非
行
を
き
び
し
く
指
摘
、
国
学
を
軸
と
す

（
釣
）

る
藩
学
風
の
転
換
刷
新
論
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

長
野
義
言
の
藩
政
改
革
の
た
め
の
上
申
書
で
あ
る
『
沢
能
根
世
利
』

の
「
古
の
祭
事
は
祭
祠
を
先
に
す
」
の
章
に
は
「
常
に
天
地
の
道
理

を
よ
く
を
さ
め
て
、
神
を
ま
つ
り
給
ふ
ば
か
り
の
大
き
恵
み
は
、
又

（
㈹
）

他
に
求
め
給
ふ
く
く
も
あ
ら
ず
か
し
」
と
あ
る
。
神
を
ま
つ
る
こ
と

に
よ
っ
て
人
力
を
超
え
た
恵
み
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら

れ
て
い
る
。

安
政
二
年
（
一
八
五
五
年
）
、
長
野
義
言
が
宣
長
の
霊
を
勧
請
し
て

ま
つ
っ
た
の
も
人
力
を
超
え
た
恵
み
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
虹
）

そ
の
祭
式
の
心
を
尽
く
し
た
次
第
は
義
言
が
宣
長
の
霊
の
力
を
頼
む

こ
と
い
か
に
厚
か
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。

以
上
、
彦
根
藩
に
お
け
る
国
学
の
受
容
と
変
化
に
つ
い
て
県
居
門
、

お
わ
り
に

鈴
門
、
長
野
義
言
の
歌
論
を
通
し
て
考
察
し
て
き
た
。
県
居
門
の
歌

人
達
の
も
と
で
は
治
国
の
手
段
で
あ
っ
た
詠
歌
は
、
鈴
屋
の
門
人
達

に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
長
の
国
学
の
特
色
で
あ
る
広

が
り
を
見
せ
、
政
治
や
藩
校
と
い
っ
た
機
構
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い

く
気
運
を
見
せ
た
。
そ
の
一
方
で
、
鈴
門
の
国
学
は
実
証
的
な
性
格

の
故
に
、
彦
根
の
県
居
門
人
か
ら
品
格
が
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
お
も
し
ろ
い
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
幕
末
、
長
野
義
言
の

時
代
に
な
る
と
歌
が
規
範
性
を
失
い
、
む
し
ろ
歌
の
秘
め
る
人
力
を

超
え
た
は
た
ら
き
に
眼
が
む
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
変
化
の
中
に
国
学
が
自
立
し
て
い
く
過
程
が
読
み
と
れ

る
こ
と
が
彦
根
藩
の
国
学
の
特
色
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
県
居
門
の
歌

を
政
教
の
具
と
す
る
と
ら
え
方
は
儒
教
的
で
あ
り
、
実
際
に
も
柤
侠

学
と
共
存
す
る
よ
う
な
形
で
初
期
の
歌
壇
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
賀

茂
真
淵
が
歌
論
の
根
拠
と
し
た
「
天
地
の
心
」
に
も
儒
学
の
名
残
が

感
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
が
、
鈴
門
小
原
君
雄
の
時
代
に
な
る
と
国
学
は
よ
り
基
本
的

な
素
養
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、
祖
棟
学
を
中
心
と
す
る
藩
校

か
ら
自
立
し
て
い
く
動
き
を
み
せ
る
。
国
学
に
対
す
る
認
識
が
深
め

ら
れ
儒
学
と
の
相
違
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
決

別
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
長
野
義
言
の
時
代
に
な
る
と
国
学
を
軸
と
す
る
藩
校
や
藩

政
の
改
革
が
提
言
さ
れ
、
国
学
独
自
の
は
た
ら
き
が
期
待
さ
れ
る
よ
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う
に
な
る
。
幕
末
に
至
る
と
彦
根
の
国
学
は
新
し
い
重
み
を
帯
び
て

く
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
彦
根
藩
に
お
け
る
国
学
の
推
移
は
彦
根
藩
だ
け
に
限
ら
れ

た
変
化
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

そ
れ
は
、
よ
り
広
い
動
き
や
大
き
な
思
想
の
流
れ
を
反
映
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
小
原
君
雄
が
和
学
を
藩
校
か
ら
切
り
離
し
私
塾
で
教

え
る
こ
と
を
上
申
し
た
の
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
年
）
の
こ
と
で
あ

る
が
、
文
化
文
政
年
間
は
、
私
塾
の
数
が
画
期
的
な
伸
び
を
見
せ
た

（
蛇
）

時
期
で
あ
る
。
寺
子
屋
で
教
え
ら
れ
る
以
上
の
学
問
を
求
め
て
私
塾

へ
通
う
庶
民
が
増
え
、
ま
た
藩
校
よ
り
広
い
視
野
を
も
っ
て
人
材
を

養
成
す
る
私
塾
が
力
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
っ
た
。
小
原
君
雄
の
提
案
も

近
世
末
期
の
こ
う
し
た
う
ご
き
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
鈴
門
の
小
原
君
雄
や
村
田
泰
足
は
技
巧
的
な
歌
を
容
認
し

実
証
的
な
歌
学
を
好
ん
だ
が
、
そ
の
後
、
そ
れ
を
批
判
す
る
よ
う
に

長
野
義
言
が
あ
り
の
ま
ま
を
詠
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
力
を
超
え
た

「
神
の
道
」
に
よ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

こ
れ
は
、
宣
長
に
霊
性
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
、
ひ
た

す
ら
言
霊
に
依
り
頼
ん
で
超
越
的
な
力
の
発
現
を
願
っ
た
富
士
谷
御

杖
や
、
幽
冥
界
と
の
交
流
を
生
き
生
き
と
描
き
、
そ
こ
か
ら
力
を
受

け
る
こ
と
を
思
っ
て
生
き
た
平
田
篤
胤
の
系
譜
に
つ
な
が
る
思
想
な

の
で
あ
る
。

注
（
１
）
岸
野
俊
彦
『
幕
藩
制
社
会
に
お
け
る
国
学
』
（
校
倉
書
房
、
一

九
九
八
年
）
。

（
２
）
西
岡
和
彦
「
近
世
出
雲
大
社
の
思
想
史
的
研
究
ｌ
特
に
垂
加
神

道
受
容
の
要
因
並
び
に
国
学
と
の
相
克
に
つ
い
て
ｌ
」
（
『
國
學
院
大

學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
八
十
、
一
九
九
七
年
）
。

（
３
）
中
村
一
基
『
本
居
派
国
学
の
展
開
』
（
雄
山
閣
、
一
九
九
三
年
）
。

（
４
）
た
と
え
ば
宣
長
の
天
明
七
年
十
一
月
の
栗
田
士
満
宛
書
簡
（
『
本

居
宣
長
全
集
』
第
十
七
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
○
年
、
一
○
二
豆

あ
る
い
は
寛
政
六
年
三
月
の
川
村
政
雄
宛
書
簡
（
同
右
、
一
二
八
豆

参
照
。

（
５
）
『
鈴
屋
集
鈴
屋
文
集
六
』
（
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
五
巻
、

筑
摩
書
房
、
一
九
九
○
年
）
、
参
照
。

（
６
）
『
追
悼
歌
文
集
』
（
『
本
居
宣
長
全
集
』
別
巻
三
、
筑
摩
書
房
、

一
九
九
三
年
）
、
参
照
。

（
７
）
笠
井
助
治
『
近
世
藩
校
に
於
け
る
学
統
学
派
の
研
究
』
下
（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
七
○
年
）
、
七
八
七
頁
’
七
八
八
頁
。

（
８
）
簗
瀬
一
雄
『
近
世
和
歌
研
究
』
（
加
藤
中
道
館
、
一
九
七
八
年
）
、

六
五
五
頁
参
照
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
集
の
編
者
と
出
版
年
を
中
村

直
勝
監
修
『
彦
根
市
史
』
中
冊
（
彦
根
市
役
所
、
一
九
六
二
年
）
の

五
九
一
頁
’
五
九
二
頁
、
及
び
笠
井
助
治
『
近
世
藩
校
に
於
け
る
出

版
書
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）
、
三
三
九
頁
か
ら
引

用
し
て
お
く
。

沢
村
琴
所
撰
『
彦
陽
和
歌
集
』
（
享
保
十
三
年
〈
一
七
二
八
年
〉
）
・

小
原
君
雄
撰
『
彦
根
歌
集
』
（
寛
政
八
年
〈
一
七
九
六
年
〉
）
。
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小
原
君
雄
撰
『
彦
根
夫
梨
』
（
天
保
年
中
）
。

村
田
泰
足
撰
『
凝
烟
舎
詠
草
』
（
天
保
二
年
〈
一
八
三
一
年
〉
か
）
。

（
９
）
中
川
泉
三
編
『
彦
根
市
史
稿
（
昭
文
筆
編
Ⅵ
）
』
（
彦
根
市
立
図

書
館
蔵
）
の
『
彦
陽
和
歌
集
』
の
項
に
は
歌
の
作
者
の
略
歴
が
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
作
者
四
十
二
名
の
う
ち
町
人
、
村
人
、

浪
士
は
合
計
五
名
。
僧
、
医
者
を
こ
れ
に
合
わ
せ
る
と
十
二
名
に
の

ぼ
る
。

（
帥
）
笠
井
助
治
『
近
世
藩
校
に
於
け
る
出
版
書
の
研
究
』
（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
六
二
年
）
、
三
三
九
頁
。

（
Ⅱ
）
中
川
泉
三
編
『
彦
根
市
史
稿
（
記
文
筆
編
Ⅵ
）
』
（
彦
根
市
立
図

書
館
蔵
）
・

（
里
田
中
千
和
「
縣
門
と
彦
根
の
国
学
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
六
十
四

号
、
一
九
五
二
年
）
、
同
「
鈴
門
と
彦
根
の
国
学
」
（
『
日
本
歴
史
』

第
七
十
九
号
、
一
九
五
四
年
）
、
同
「
国
学
者
長
野
義
言
に
つ
い
て
」

（
『
日
本
歴
史
』
第
二
四
号
、
一
九
五
七
年
）
。

（
過
）
南
啓
治
「
彦
根
藩
と
国
学
」
（
『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
教
育

学
・
哲
学
・
歴
史
』
三
号
（
帝
京
大
学
文
学
部
、
一
九
七
九
年
）
、

同
『
近
世
国
学
と
そ
の
周
辺
』
（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
二
年
）
・

（
Ｍ
）
笠
井
助
治
『
近
世
藩
校
に
於
け
る
学
統
学
派
の
研
究
』
下
（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
七
○
年
）
、
七
九
○
頁
以
下
。

（
妬
）
安
政
四
年
藩
主
井
伊
直
弼
が
藩
学
を
柤
棟
学
か
ら
朱
子
学
へ
転

ず
る
旨
諭
達
し
た
が
、
そ
れ
以
後
も
教
授
に
あ
た
る
者
は
柤
棟
学
派

が
多
く
を
占
め
た
（
笠
井
助
治
『
近
世
藩
校
に
於
け
る
学
統
学
派
の

研
究
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
○
年
、
七
七
八
頁
）
・

（
埋
大
菅
中
養
父
『
国
歌
八
論
斥
非
』
（
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
二
巻
、

筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
）
、
四
九
九
頁
。

（
Ⅳ
）
海
量
『
東
遊
日
次
記
』
（
『
日
本
名
著
全
集
和
文
和
歌
集
』
（
日

本
名
著
全
集
刊
行
會
、
一
九
二
七
年
）
、
五
○
七
頁
。

（
肥
）
賀
茂
真
淵
の
歌
の
意
味
づ
け
は
年
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
。

治
国
の
手
段
と
し
て
の
歌
の
役
割
を
重
く
み
て
い
る
時
期
も
あ
り
、

ま
た
「
再
奉
答
金
吾
君
」
の
よ
う
に
歌
の
教
誠
性
を
否
定
し
情
の
純

粋
な
発
露
で
あ
る
と
す
る
論
考
も
あ
る
。
こ
こ
に
引
い
た
『
国
意
考
』

は
明
和
二
年
（
一
七
六
五
年
）
真
淵
六
十
九
歳
の
時
の
著
作
で
あ
る

が
、
儒
教
的
な
歌
の
意
味
づ
け
が
見
ら
れ
、
太
田
青
丘
氏
は
そ
こ
に

真
淵
の
儒
教
的
素
養
の
根
強
さ
を
見
て
い
る
（
太
田
青
丘
『
太
田
青

丘
著
作
選
集
第
一
巻
日
本
歌
学
と
中
国
詩
学
』
桜
嵐
社
、
一
九
八

八
年
、
二
五
一
頁
）
。

（
型
海
量
『
東
遊
日
次
記
』
（
『
日
本
名
著
全
集
和
文
和
歌
集
』
日

本
名
著
全
集
刊
行
會
、
一
九
二
七
年
）
、
五
○
七
頁
。

（
別
）
同
右
、
五
○
七
頁
’
五
○
八
頁
。

（
皿
）
賀
茂
真
淵
『
邇
飛
麻
那
微
』
（
平
・
阿
部
校
注
『
近
世
神
道
論
・

前
期
国
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）
、
三
六
三
頁
。

（
〃
）
海
量
『
東
遊
日
次
記
』
（
『
日
本
名
著
全
集
和
文
和
歌
集
』
日

本
名
著
全
集
刊
行
會
、
一
九
二
七
年
）
、
五
○
九
頁
。

（
羽
）
中
村
直
勝
監
修
『
彦
根
市
史
』
中
冊
（
彦
根
市
役
所
、
一
九
六

二
年
）
、
五
九
一
頁
’
五
九
二
頁
。

（
型
）
宣
長
と
海
量
の
交
流
に
つ
い
て
は
森
銑
三
「
海
量
法
師
」
（
『
森

銑
三
著
作
集
』
第
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
年
）
が
詳
し
い
。

ま
た
、
海
量
の
歌
集
『
ひ
と
よ
は
な
』
に
は
宣
長
が
序
を
寄
せ
て

い
る
（
『
日
本
名
著
全
集
和
文
和
歌
集
』
日
本
名
著
全
集
刊
行
會
、

一
九
二
七
年
、
四
五
五
頁
’
四
六
二
頁
）
。

（
妬
）
田
中
千
和
「
鈴
門
と
彦
根
の
国
学
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
七
十
九
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九
年
）
、
三
九
八
頁
。

（
銘
）
文
部
省
編
『
Ｒ

○
年
）
、
一
七
九
頁
。

（
約
）
田
中
千
和
「
国「国 『日

（
邪
）
同
右
、
一
○
六
頁
。

（
師
）
文
部
省
編
『
日
本
教
育
史
資
料
巻
三
』
（
臨
川
書
店
、
一
九
六

号
、
一
九
五
四
年
）
、
二
四
頁
。

（
恥
）
こ
の
う
ち
小
原
君
雄
の
入
門
は
藩
命
に
よ
る
と
す
る
見
方
も
あ

る
（
同
右
、
二
五
頁
）
・

（
〃
）
本
居
宣
長
「
あ
し
わ
け
を
ぶ
れ
」
（
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
二
巻
、

筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
）
、
三
頁
。

（
邪
）
賀
茂
真
淵
『
国
意
考
』
（
平
・
阿
部
校
注
『
近
世
神
道
論
・
前

期
国
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）
、
三
八
四
頁
な
ど
。

（
豹
）
同
右
、
三
八
三
頁
。

（
別
）
賀
茂
真
淵
『
邇
飛
麻
那
微
』
（
平
・
阿
部
校
注
『
近
世
神
道
論
・

前
期
国
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）
、
三
六
三
頁
。

（
瓠
）
賀
茂
真
淵
『
国
意
考
』
（
平
・
阿
部
校
注
『
近
世
神
道
論
・
前

期
国
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）
、
三
八
四
頁
。

（
犯
）
『
宇
比
山
踏
』
（
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一

九
八
九
年
Ｊ
一
三
頁
、
二
三
頁
。

（
羽
）
中
川
泉
三
編
『
彦
根
市
史
稿
（
開
）
』
（
彦
根
市
立
図
書
館
蔵
）
・

（
別
）
こ
う
し
た
こ
と
以
外
に
も
鈴
門
と
深
い
つ
な
が
り
が
見
ら
れ
る

こ
と
は
田
中
千
和
「
国
学
者
長
野
義
言
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』

第
二
四
号
、
一
九
五
七
年
）
参
照
。

（
妬
）
『
歌
の
大
意
』
（
佐
々
木
・
芳
賀
校
註
『
和
歌
作
法
集
』
博
文
館
、

一
九
一
五
年
）
、
八
五
頁
。

学
者
長
野
義
言
に
つ
い
て
」

本
教
育
史
資
料
巻
六
』

（
臨
川
書
店
、
一
九
七

（
『
日
本
歴
史
』
第

二
四
号
、
一
九
五
七
年
）
三
七
頁
。
以
後
、
各
氏
が
長
野
義
言
に

「
弘
道
館
御
改
革
趣
意
書
」
が
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
が
、
所
在
が

わ
か
ら
ず
未
見
で
あ
る
。

（
伽
）
『
沢
能
根
世
利
』
（
芳
賀
・
松
本
校
注
『
国
学
運
動
の
思
想
』
岩

波
書
貼
肝
一
み
仇
牝
四
年
）
、
四
一
四
頁
。

（
ｕ
）
「
花
能
幣
帛
」
（
彦
根
城
博
物
館
蔵
）
は
安
政
二
年
二
月
五
日
、

長
野
義
言
が
宣
長
ｌ
若
秋
津
彦
美
豆
櫻
根
大
人
ｌ
の
霊
を
櫻
根

社
に
鎮
祭
す
る
た
め
に
執
り
行
っ
た
歌
会
の
次
第
で
あ
る
。
正
面
に

神
影
を
掲
げ
、
出
席
者
が
「
春
の
神
祇
」
と
い
う
題
で
詠
ん
だ
歌
を

宣
長
の
霊
に
捧
げ
る
古
式
ゆ
か
し
い
祭
祀
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
祝

き
こ
し
め
し

詞
に
は
「
今
如
此
奉
る
幣
帛
を
足
幣
帛
と
神
随
も
所
聞
看
て
、
今
も

往
前
も
某
等
が
学
の
業
を
弥
奨
め
に
奨
め
給
ひ
弥
助
に
助
給
ひ
て
漏

落
む
事
を
ぱ
神
直
日
大
直
日
に
見
直
し
ま
し
て
古
学
道
に
功
お
へ
し

め
給
へ
」
（
便
宜
上
、
表
記
を
改
め
た
）
と
い
う
祈
り
が
あ
る
。

（
岨
）
石
川
松
太
郎
『
藩
校
と
寺
子
屋
』
（
教
育
社
、
一
九
七
八
年
）
、

二
三
頁
。

［
付
記
］
史
料
閲
覧
に
関
し
て
、
彦
根
市
立
図
書
館
、
彦
根
城
博
物
館

の
御
高
配
に
与
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
元
お
茶
の
水
女
子
大
学
研
究
生
）
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