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□

要

旨

斎
藤
茂
吉
の
代
表
作
「
の
ど
赤
き
玄
鳥
つ
ば
く
ら
め

ふ
た
つ
屋
梁
は

り

に
ゐ
て
足
乳
根

た
ら
ち
ね

の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り
」（『
赤
光
』）
は
、
上
下
句
の
関
係
が
希
薄
な
か

た
ち
で
、
現
代
短
歌
に
継
承
さ
れ
今
日
多
く
の
歌
人
が
取
入
れ
て
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の
の
原
点
と
み
ら
れ
る
。

実
は
、
こ
れ
ら
の
歌
に
き
わ
め
て
近
い
か
た
ち
が
万
葉
集
に
あ
る
。
茂
吉
が
『
万
葉
集
』
か
ら
声
調
を
学
ぼ
う
と
し
、
特
に
人
麻
呂
に
注
目
し

て
い
た
こ
と
は
大
著
『
柿
本
人
麿
』
の
存
在
か
ら
も
わ
か
る
が
、
そ
の
人
麻
呂
と
深
く
か
か
わ
る
人
麻
呂
歌
集
の
な
か
で
茂
吉
の
絶
賛
し
た
歌
、

万
葉
集
巻
七
・
一
〇
八
八
番
歌
、「
あ
し
ひ
き
の
山
河
の
瀬
の
響
る
な
べ
に
弓
月
が
嶽
に
雲
立
ち
わ
た
る
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
茂
吉
は
こ
れ
を

こ
の
歌
は
、
分
析
す
る
と
上
の
句
で
『
の
』
の
音
を
續
け
て
、
連
續
的
・
流
動
的
・
直
線
的
に
あ
ら
は
し
て
、
下
の
句
で
屈
折
せ
し
め
て
、

結
句
で
は
四
三
調
（
二
二
三
調
）
で
止
め
て
ゐ
る
。
こ
れ
な
ど
も
誠
に
自
然
で
あ
つ
て
、
一
首
は
そ
の
や
う
な
關
係
で
動
的
に
鋭
く
な
つ
て

ゐ
る
の
で
あ
る

『
柿
本
人
麿

三
』（
評
釈
篇
巻
之
下
「
人
麿
歌
集
評
釈
｣

と
、「
屈
折
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
上
の
句
「
あ
し
ひ
き
の
山
河
の
瀬
の
響
る
な
べ
に
」
と
下
の
句
「
弓
月
が
嶽
に
雲
立
ち
わ
た
る
」
の
関
係
性
が

見
出
せ
な
い
こ
と
を
さ
し
て
声
調
の
「
屈
折
」
と
捉
え
た
も
の
で
、
こ
の
「
屈
折
」
は
物
理
学
現
象
に
喩
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

品
田
悦
一
が
曖
昧
さ
が
あ
る
と
批
判
し
た
よ
う
に
、
近
代
の
「
声
調
」
と
い
う
語
に
は
左
千
夫
、
茂
吉
他
の
各
人
に
よ
っ
て
概
念
が
異
な
り
、
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そ
こ
に
曖
昧
さ
が
あ
る
が
、
茂
吉
は
単
に
恣
意
的
に
の
み
声
調
を
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
茂
吉
の
い
う
こ
の
「
屈
折
」
は
声
調
の
ひ
と
つ
と

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
単
な
る
四
三
調
と
い
っ
た
把
握
を
超
え
た
、
歌
の
も
つ
強
さ
、
読
み
手
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
支
え
る

も
の
と
し
て
の
歌
の
構
成
法
に
つ
い
て
の
、
し
か
る
べ
き
洞
察
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

□

キ
ー
ワ
ー
ド

斎
藤
茂
吉
／
ア
ラ
ラ
ギ
／
万
葉
集
／
柿
本
人
麿
／
物
理
学

Ⅰ
、「
死
に
た
ま
ふ
母
」
と
万
葉
集
巻
七
・
一
〇
八
八
番
歌

の
ど
赤
き
玄
鳥

つ
ば
く
ら
め

ふ
た
つ
屋
梁

は

り

に
ゐ
て
足
乳
根

た
ら
ち
ね

の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り

『
赤
光
』

こ
れ
は
斎
藤
茂
吉
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
上
下
句
の
関
係
が
希
薄
な
こ
の
構
成
の
型
は
、
現
代
短
歌
に
継
承
さ
れ
今
日
多
く
の

歌
人
が
取
入
れ
て
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の
の
原
点
と
み
ら
れ
る
。
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
歌
は
、
ど
こ
か
ら
発
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
、
こ
れ
ら
の
歌
に
き
わ
め
て
近
い
か
た
ち
が
万
葉
集
に
あ
る
。
茂
吉
が
万
葉
集
か
ら
声
調
を
学
ぼ
う
と
し
、
特
に
人
麻
呂
に
注
目

し
て
い
た
こ
と
は
大
著
『
柿
本
人
麿
』
の
存
在
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
の
人
麻
呂
と
深
く
か
か
わ
る
人
麻
呂
歌
集
の
な
か
で
茂
吉
の
絶
賛
し

た
歌
、
万
葉
集
巻
七
・
一
〇
八
八
番
歌
、

あ
し
ひ
き
の
山
河
の
瀬
の
響
る
な
べ
に
弓
月
が
嶽
に
雲
立
ち
わ
た
る

が
そ
れ
で
あ
る
。
茂
吉
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。（
※
傍
線
は
引
用
者
。
以
下
同
じ
）
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こ
の
歌
は
、
分
析
す
る
と
上
の
句
で
『
の
』
の
音
を
續
け
て
、
連
續
的
・
流
動
的
・
直
線
的
に
あ
ら
は
し
て
、
下
の
句
で
屈
折
せ
し

め
て
、
結
句
で
は
四
三
調
（
二
二
三
調
）
で
止
め
て
ゐ
る
。
こ
れ
な
ど
も
誠
に
自
然
で
あ
つ
て
、
一
首
は
そ
の
や
う
な
關
係
で
動
的

に
鋭
く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

『
柿
本
人
麿
』（
評
釈
篇
巻
之
下
「
人
麿
歌
集
評
釈
」)

こ
れ
は
、
声
調
に
関
わ
る
分
析
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
上
の
句
で
「
の
」
が
三
回
続
く
こ
と
を
連
続
的
、
流
動
的
、
直
線
的
声
調
と
捉
え

る
。
そ
の
後
、
下
の
句
で
歌
の
世
界
観
が
が
ら
り
と
変
わ
る
こ
と
を
「
下
の
句
で
屈
折
せ
し
め
て
」
と
い
う
。
つ
ま
り
上
の
句
は
、
河
瀬

の
聴
覚
的
世
界
、
第
四
句
以
下
は
弓
月
が
嶽
に
雲
が
立
ち
わ
た
る
視
覚
的
世
界
へ
の
転
調
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
屈
折
」
と
呼
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
『
万
葉
秀
歌
』
で
も
、

こ
の
歌
も
な
か
な
か
大
き
な
歌
だ
が
、
天
然
現
象
が
、
そ
う
い
う
荒
々
し
い
強
い
相
と
し
て
現
出
し
て
い
る
の
を
、
そ
の
儘
さ
な
が

ら
に
表
現
し
た
の
が
、
写
生
の
極
致
と
も
い
う
べ
き
優
れ
た
歌
を
成
就
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
技
術
上
か
ら
分
析
す
る
と
上
の
句

で
、「
の
」
音
を
続
け
て
、
連
続
的
・
流
動
的
に
云
い
く
だ
し
て
来
て
、
下
の
句
で
「
ユ
ツ
キ
ガ
タ
ケ
ニ
」
と
屈
折
せ
し
め
結
句
を

四
三
調
で
止
め
て
居
る
。
こ
と
に
「
ワ
タ
ル
」
と
い
う
音
で
止
め
て
居
る
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
い
ろ
い
ろ
留
意
し
つ
つ
味
う
と
、

作
歌
稽
古
上
に
も
有
益
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

と
「
屈
折
」
と
言
う
。
こ
の
「
屈
折
」
も
、
上
の
句
「
あ
し
ひ
き
の
山
河
の
瀬
の
響
る
な
べ
に
」
と
下
の
句
「
弓
月
が
嶽
に
雲
立
ち
わ
た

る
」
の
関
係
性
が
見
出
せ
な
い
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
茂
吉
の
歌
の
「
の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
」
と
「
足
乳

根
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り
」
の
関
係
性
も
ま
た
謎
で
あ
る
。
茂
吉
は
上
下
句
の
つ
な
が
り
が
な
い
か
た
ち
を
声
調
の
「
屈
折
」
と
捉
え

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
屈
折
」（
田
中
）
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た
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
声
調
の
「
屈
折
」
が
具
体
的
に
な
に
を
意
味
す
る
の
か
は
こ
れ
だ
け
で
は
理
解
し
難
い
部
分
が
あ
る
。
茂
吉
の
後
継
者
で

あ
る
は
ず
の
土
屋
文
明
が
「
声
調
」
を
「
調
子
」
と
い
う
言
い
方
に
も
ど
し
た
よ
う
に
、
ま
た
品
田
悦
一
が
曖
昧
さ
が
あ
る
と
批
判
し
た

よ
う
に
、「
声
調
」
と
い
う
語
に
は
左
千
夫
、
茂
吉
他
の
各
人
の
概
念
に
曖
昧
さ
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
茂
吉
は
、
単

に
恣
意
的
に
の
み
声
調
を
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
茂
吉
の
い
う
こ
の
「
屈
折
」
は
声
調
の
ひ
と
つ
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
単
な
る
四
三
調
と
い
っ
た
把
握
を
超
え
た
、
歌
の
も
つ
強
さ
、
読
み
手
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
歌
の
構

成
法
に
つ
い
て
の
、
し
か
る
べ
き
洞
察
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

Ⅱ
、
斎
藤
茂
吉
以
前
に
み
ら
れ
る
「
曲
折
」
と
「
屈
折
」

Ⅱ
―
Ⅰ
、
伝
統
的
和
歌
批
評
用
語
「
曲
折
」

近
代
ア
ラ
ラ
ギ
の
万
葉
集
研
究
は
声
調
を
重
視
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
い
ま
斎
藤
茂
吉
の
声
調
に
関
わ
る
評
価
語
と
し
て
「
屈

折
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
「
屈
折
」
を
最
初
に
用
い
た
の
は
正
岡
子
規
で
あ
っ
た
。
そ
の
弟
子
の
伊
藤
左
千

夫
は
論
争
の
な
か
で
「
声
調
」
を
い
い
は
じ
め
る
と
と
も
に
、
万
葉
集
の
歌
の
評
価
に
「
屈
折
」
を
用
い
た
。
左
千
夫
の
弟
子
の
茂
吉
は
、

さ
ら
に
声
調
論
を
深
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
万
葉
集
の
声
調
に
「
屈
折
」
を
い
う
。
こ
の
三
人
は
「
屈
折
」
の
類
義
語
「
曲
折
」
も
同
時

に
用
い
て
い
る
。「
曲
折
」
は
、
古
今
集
以
来
の
和
歌
の
伝
統
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
き
た
言
葉
で
、
ア
ラ
ラ
ギ
で
も
島
木
赤
彦
、
釈
迢
空
、

中
村
憲
吉
ら
は
「
曲
折
」
の
み
を
批
評
に
用
い
て
「
屈
折
」
は
用
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
「
曲
折
」
の
ほ
う
が
一
般
的
な
短
歌
の
批
評
語

で
あ
り
、「
屈
折
」
は
ま
だ
新
し
く
、
彼
等
に
は
理
解
し
に
く
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
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｢曲
折
」
は
、
古
今
集
の
真
名
序
に
、

若
夫
春
鶯
之
囀
花
中
。
秋
蝉
之
吟
樹
上
。
雖
無
曲
折
。
各
発
歌
謡
。
物
皆
有
之
。
自
然
之
理
也
。

（
春
の
鶯
の
花
の
中
に
囀
り
、
秋
蝉
の
樹
の
上
に
吟
ふ
が
ご
と
き
は
、
曲
折
な
し
と
い
え
ど
も
、
各
歌
謡
を
発
す
。
物
皆
こ
れ
あ
る
は
、
自
然
の
理

な
り
）

と
あ
る
。
こ
の
文
の
現
代
語
訳
（
新
編
全
集
）
は
、「
春
に
な
れ
ば
鶯
が
花
の
間
で
さ
え
ず
り
、
秋
に
な
れ
ば
蝉
が
木
の
枝
で
鳴
く
の
を

聞
く
な
ら
ば
、
込
み
入
っ
た
理
由
は
な
い
が
、
す
べ
て
歌
を
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
万
物
み
な
歌
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
自
然
の
理

法
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
「
曲
折
」
は
「
込
み
入
っ
た
理
由
」
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
曲
折
」
は
、
中
世
の
伝
御
子
左
忠
家
筆

本
『
和
歌
體
十
種
（
１
）』

や
本
居
宣
長
の
『
玉
勝
間
（
２
）』

に
見
え
る
。『
玉
勝
間
』
の
「
曲
折
」
は
、
宣
命
譜
に
記
さ
れ
た
調
子
の
と
り
か
た
「
音

詞
曲
折
」
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
に
和
歌
の
批
評
に
お
い
て
「
曲
折
」
は
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
伝
統
の
上

に
、
近
代
短
歌
で
も
「
曲
折
」
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
、
新
た
に
「
屈
折
」
も
使
わ
れ
は
じ
め
た
と
み
ら
れ
る
。

Ⅱ
―
Ⅱ
、「
屈
折
」
の
変
遷

で
は
、
漢
語
と
し
て
の
「
屈
折
」
は
ど
の
よ
う
な
来
歴
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
代
中
国
の
「
屈
折
」
の
意
味
を
便
宜
上
①
〜
③
に

わ
け
る
と
、

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
屈
折
」（
田
中
）
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①

聖
人
に
至
る
に
及
び
、
礼
楽

ら
い
が
く

に
屈
折
し
て
、
以
て
天
下
の
形
を
匡た
だ

し
、
仁
義
に
縣
跂

け
ん
き

し
て
、
以
て
天
下
の
心
を
慰
む

『
荘
子
』
馬
蹄
（
３
）

②

孔
子
引
き
て
之
を
教
へ
、
漸
漬
磨
礪

ぜ
ん
し

ま
れ
い

し
、
闓
導
牖
進

か
い
だ
う
い
う
し
ん

す
る
や
、
猛
気
消
損
し
、
驕
節

け
う
せ
つ

屈
折
し
、
卒つ
ひ

に
政
事
を
能よ

く
し
、
序
は
四
科

に
在
り
。

『
論
衡
校
釋
』
第
二
卷
「
率
性
第
八
（
４
）」

②

其
の
内
属
す
る
者
、
或
い
は
豪
右
の
手
に
倥
偬
し
、
或
い
は
奴
僕
の
勤
め
に
屈
折
す
。

『
後
漢
書
』
西
羌
傳
「
湟
中
月
氏
胡
（
５
）」

と
な
る
。
①
の
「
屈
折
禮
樂
」
は
禮
楽
の
所
作
で
身
体
を
か
が
め
る
こ
と
で
あ
る
。
②
は
新
釈
漢
文
大
系
に
「
意
地
を
へ
し
折
る
」
と
現

代
語
訳
さ
れ
て
お
り
、
精
神
の
状
態
を
い
う
。
③
は
、
吉
川
忠
夫
の
注
に
「
あ
る
い
は
奴
隷
の
よ
う
な
労
働
に
屈
辱
を
味
わ
う
」
と
現
代

語
訳
さ
れ
る
（
５
）。

こ
の
よ
う
に
漢
籍
の
「
屈
折
」
は
身
を
折
り
曲
げ
る
意
、
精
神
的
な
屈
折
、
屈
辱
の
意
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
日
本
で
は
十
七
世
紀
以
前
の
文
献
に
「
屈
折
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
我
が
国
に
お
い
て
の
「
屈
折
」
の
比

較
的
早
い
使
用
例
と
し
て
は
、
十
六
世
紀
の
『
四
河
入
海
（
６
）』

が
あ
る
。『
四
河
入
海
』
の
「
屈
折
」
は
、「
彼
美
石
淙
荘
毎
到
。
百
事
廢
泉

流
知
人
意
屈
折
作
」（
此
の
泉
も
、
主
人
の
子
華
が
意
を
知
て
、
こ
こ
で
は
屈
し
て
よ
か
ら
う
、
あ
そ
こ
で
は
す
ぐ
で
よ
か
ら
う
と
思
て
、
わ
ざ
と
屈

折
し
て
、
主
人
の
思
や
う
に
流
る
る
ぞ
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
泉
流
が
主
人
・
子
華
の
意
を
知
っ
て
折
れ
曲
が
る
か
真
っ
直
ぐ

に
行
く
か
判
断
し
て
わ
ざ
と
屈
折
す
る
、
と
い
う
擬
人
法
で
あ
る
。
以
後
特
徴
あ
る
用
法
は
み
ら
れ
な
い
が
、
明
治
に
入
る
と
、
社
会
科

学
の
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
い
た
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
七
五
年
の
『
明
六
雑
誌
』
四
二
号
に
、
西
村
茂
樹
が
近
代
的
「
権
理
」（
権

利
）
を
論
じ
た
な
か
で
「
十
分
の
権
理
と
い
う
は
、
己
が
智
力
を
も
っ
て
完ま
つ
たく

こ
れ
を
保
全
し
得
て
、
少
し
も
屈
折
を
受
ざ
る
の
権
理
に

し
て
（
７
）」

と
「
屈
折
」
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
西
洋
の
権
利
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
説
明
し
た
文
で
、「
十
分
の
権
理
」
は
、
己
の
智
力
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を
も
っ
て
保
全
し
得
、
国
家
権
力
な
ど
が
及
ぶ
こ
と
な
く
個
人
の
財
産
や
個
人
の
尊
厳
な
ど
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
と
い
う

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
屈
折
」
は
、「
屈
曲
」「
屈
服
」
な
ど
の
意
味
に
近
く
、「
屈
折
を
受
ざ
る
」
と
は
「
捻
じ
曲
げ
ら
れ
な
い
」

「
侵
さ
れ
な
い
」
の
意
で
あ
る
。

Ⅱ
―
Ⅲ
、
物
理
学
用
語
「
屈
折
」

今
社
会
科
学
分
野
で
の
屈
折
の
用
例
に
ふ
れ
た
が
、
実
は
自
然
科
学
分
野
、
特
に
物
理
学
分
野
で
も
早
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
物
理
学
分
野
は
江
戸
時
代
に
は
哲
学
分
野
な
ど
と
と
も
に
窮
理
学
の
一
分
野
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
が
別
々
に
発
展
し
て
、

明
治
期
に
は
社
会
科
学
と
物
理
学
と
い
う
異
分
野
の
学
問
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
も
の
の
、
と
も
に
新
し
く
共
通
す
る
専

門
用
語
を
獲
得
し
た
と
い
う
の
も
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
、「
屈
折
」
は
、
物
理
学
用
語
と
し
て
明

治
以
降
に
一
般
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
江
戸
時
代
の
蘭
学
書
の
物
理
関
係
か
ら
見
て
ゆ
く
と
、
一
六
三
三
年
序
の
『
暦
象
新
書
』（
巻
之
上
・
視
動
下
（
８
））

に

其
時
或
ハ
濱
岸
ニ
人
ア
リ
テ
別
ニ
不
動
ノ
物
ヲ
準
ト
シ
是
レ
ノ
動
ヲ
見
ハ
実
ニ
其
畫
ス
ル
所
ノ
線
路
ノ
屈
曲
セ
ル
ヲ
見
ル
ヿ
ヲ
得

ヘ
シ

と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
湾
岸
に
人
が
い
て
不
動
の
も
の
を
基
準
と
し
て
動
く
も
の
を
見
る
と
屈
曲
し
て
見
え
る
、
と
い
う
も
の
で
、
現
在

の
「
屈
折
」
の
現
象
に
あ
た
る
こ
と
を
「
屈
曲
」
と
呼
ん
で
い
る
。
次
に
一
八
二
七
年
の
『
氣
海
観
瀾
』（
十
八
（
９
））

で
は
、

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
屈
折
」（
田
中
）
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地
平
線
〔
寅
卯
〕
為
光
線
太
陽
在
於
地
平
下
自
〔
寅
〕
所
射
於
〔
辰
〕
之
光
線
撓
折
於
〔
卯
〕
斜
入
於
〔
巳
〕
眼
是
以
視

と
い
う
文
中
に
「
光
線
撓
折
」
と
あ
る
。『
氣
海
観
瀾
』
は
現
在
の
光
の
屈
折
に
あ
た
る
現
象
を
「
撓
」
の
字
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ

の
後
、
一
八
五
一
年
の
『
氣
海
観
瀾
廣
義
（
10
）』

で
は
、
第
五
篇
の
目
次
に
「
巻
十
四

光
線
屈
折
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
「
屈
折
」
と
い
う
語

が
使
わ
れ
は
じ
め
る
。『
氣
海
観
瀾
廣
義
』
は
先
の
『
氣
海
観
瀾
』
の
注
釈
書
で
あ
る
が
、『
氣
海
観
瀾
』
で
「
撓
折
」
と
さ
れ
て
い
た
も

の
が
、『
氣
海
観
瀾
廣
義
』
で
「
屈
折
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。『
氣
海
観
瀾
』
と
『
氣
海
観
瀾
廣
義
』
の
文
を
く
ら
べ
て
み
た
い
。

其
光
線
撓
折
最
小
者
為
赤
、
撓
折
最
多
者
為
紺

（『
氣
海
観
瀾
』
十
九
)

紅
線
ハ
屈
折
最
小
ク
、
紺
線
ハ
最
多
き
を
知
ル

（『
氣
海
観
瀾
廣
義
』
巻
十
四
の
十
二
)

こ
の
ふ
た
つ
の
文
は
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。『
氣
海
観
瀾
』
は
、
光
線
の
撓
折
の
最
小
は
赤
で
、
最
多
は
紺
で
あ
る
、

と
し
、『
氣
海
観
瀾
廣
義
』
で
も
、
紅
の
光
線
は
屈
折
が
最
も
小
さ
く
、
紺
の
光
線
は
最
も
多
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ほ

ぼ
同
じ
内
容
な
が
ら
『
氣
海
観
瀾
』
で
「
撓
折
」
と
さ
れ
て
い
た
現
象
が
、『
氣
海
観
瀾
廣
義
』
で
は
「
屈
折
」
に
呼
び
方
が
変
わ
っ
て

い
る
。

明
治
に
入
り
物
理
学
の
教
科
書
と
し
て
最
も
広
く
読
ま
れ
た
『
物
理
階
梯
（
11
）』

に
「
屈
撓
ス
ル
モ
ノ
ヲ
光
ノ
屈
折
ト
名
ツ
ク
是
光
ノ
一
殊

性
ナ
リ
」
と
あ
り
、
こ
れ
ま
で
「
屈
曲
」「
撓
折
」
な
ど
定
ま
ら
な
か
っ
た
称
が
「
屈
折
」
に
統
一
さ
れ
、
以
降
、「
屈
折
」
は
物
理
学
の

用
語
と
し
て
定
着
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
前
後
し
て
出
版
さ
れ
た
東
京
大
学
の
物
理
の
教
科
書
『
士
都
華
氏
物
理
学
（
12
）』

で
も
目
次
第
十
六

篇
第
十
三
課
に
「
光
ノ
屈
折
」
と
見
え
る
。
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な
お
、「
曲
折
」
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
日
本
古
来
の
「
曲
折
」
の
概
念
で
は
光
の
現
象
を
捉
え
難
く
思
わ
れ
た

た
め
で
あ
ろ
う
。「
屈
折
」
は
、「
曲
折
」「
屈
曲
」「
撓
折
」
と
類
似
の
意
味
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
新
し
い
概
念
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅱ
―
Ⅳ
、
正
岡
子
規
の
「
曲
折
」
と
「
屈
折
」

今
触
れ
た
よ
う
に
、「
屈
折
」
は
明
治
に
入
り
物
理
学
や
社
会
科
学
分
野
で
用
い
始
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
や
や
遅
れ
て
、
短
歌
俳
句

の
批
評
に
も
使
わ
れ
始
め
る
。
一
八
九
三
年
（
明
治
二
十
六
年
）
新
聞
「
日
本
」
に
発
表
さ
れ
た
正
岡
子
規
の
一
文
（
13
）

生
き
て
世
に
人
の
年
忌
や
初
茄
子

几
菫

と
言
へ
る
句
の
如
き
、
陳
腐
に
似
て
陳
腐
な
ら
ず
、
卑
俗
に
し
て
卑
俗
な
ら
ず
。
奇
を
求
め
ず
、
巧
み
を
弄
せ
ざ
る
間
に
、
無
限
の

妙
味
を
持
た
せ
な
が
ら
、
常
人
は
何
と
も
感
ぜ
ざ
る
べ
し
。
否
、
何
と
も
感
ぜ
ぬ
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
に
て
は
承
知
せ
ざ
る
べ
し
。

年
忌
の
法
会
な
ど
な
ら
ば
、
そ
の
人
を
思
ひ
出
す
と
か
、
今
に
幻
に
見
ゆ
る
と
か
、
年
月
の
立
つ
の
は
早
い
も
の
と
か
、
涙
な
が
ら

霊
を
祭
る
と
か
い
ふ
陳
腐
な
る
考
え
を
有
り
難
が
る
も
、
常
人
な
ら
ば
詮
方
な
き
も
、
文
学
者
た
ら
ん
者
は
今
少
し
考
へ
あ
る
べ
し
。

こ
の
几
菫
の
句
に
て
も
「
生
き
て
世
に
」
と
屈
折
し
た
る
詞
の
働
き
よ
り
「
人
の
年
忌
や
」
と
よ
そ
よ
そ
し
く
も
の
し
た
る
最
後
に

「
初
茄
子
」
と
何
心
な
く
置
き
た
る
が
如
く
に
て
、
そ
の
実
心
中
無
限
の
感
情
を
隠
し
、
言
語
の
上
に
意
匠
惨
憺
た
る
処
は
慥
か
に

見
ゆ
る
な
り
。

と
、
こ
こ
に
「
屈
折
」
が
見
え
る
。
子
規
は
、
こ
の
句
が
「
生
き
て
世
に
」
で
は
じ
ま
り
、
そ
こ
か
ら
「
人
の
年
忌
」
と
予
定
調
和
を
破
っ

た
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
賞
賛
す
る
。「
生
き
て
世
に
」
は
生
命
感
あ
ふ
れ
る
人
間
の
現
実
の
世
を
さ
し
、「
人
の
年
忌
」
は
死
者
を

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
屈
折
」（
田
中
）
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回
顧
す
る
行
事
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
異
質
な
こ
と
が
ら
の
ぶ
つ
か
り
合
い
を
「
屈
折
」
と
い
う
。

だ
が
、
子
規
の
「
屈
折
」
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
っ
て
こ
れ
で
は
短
歌
俳
句
批
評
に
一
般
的
に
用
い
ら
れ
た
の
か
、
判
断
が
つ
か
な
い
。

そ
こ
で
類
語
で
あ
る
「
屈
曲
」
を
考
慮
に
入
れ
て
今
少
し
検
討
し
て
み
た
い
。
子
規
は
、「
古
池
の
句
の
弁
（
14
）」

に
、

古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音

芭
蕉

を
「
隠
さ
ず
掩
は
ず
、
一
点
の
工
夫
を
用
ゐ
ず
、
一
字
の
曲
折
を
成
さ
ざ
る
処
、
こ
の
句
の
特
色
な
り
。」
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

句
の
全
体
に
統
一
感
が
あ
り
、
飛
躍
も
ず
れ
も
な
い
こ
と
を
「
一
字
の
曲
折
を
成
さ
ざ
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
曲
折
の
な
い
こ
と

を
賞
賛
し
て
い
る
。

ま
た
子
規
の
「
曲
折
」
に
つ
い
て
、「
曙
覧
の
歌
（
15
）」

に
、

賤
家
這
入
せ
ば
め
て
物
う
う
る
畑
の
め
ぐ
り
の
ほ
ほ
づ
き
の
色

を
次
の
よ
う
に
評
す
る
。

こ
の
歌
は
酸
漿
を
主
と
し
て
詠
み
し
歌
な
れ
ば
一
、
二
、
三
、
四
の
句
皆
一
気
呵
成
的
に
も
の
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
し
か
る
に
こ
の

歌
の
上
半
は
趣
向
も
混
雑
し
か
つ
「
せ
ば
め
て
」
な
ど
い
う
曲
折
せ
る
語
も
あ
り
、
か
た
が
た
も
っ
て
「
ほ
ほ
づ
き
の
色
」
と
い
う

結
句
を
弱
か
ら
し
む
。

不
用
意
で
わ
か
り
に
く
い
詞
に
よ
り
一
首
の
焦
点
が
あ
わ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
「
曲
折
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
曲
折
」
は
現

代
な
ら
ば
「
屈
折
」
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『俳
人
蕪
村
（
16
）』

で
は
、
蕪
村
の
次
の
十
三
の
句
、
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草
霞
み
水
に
声
な
き
日
暮
か
な

燕
啼
い
て
夜
蛇
を
打
つ
小
家
か
な

梨
の
花
月
に
書
読
む
女
あ
り

雨
後
の
月
誰
そ
や
夜
ぶ
り
の
脛
白
き

鮓
を
お
す
我
れ
酒
か
も
す
隣
あ
り

五
月
雨
や
水
に
銭
蹈
む
渡
し
舟

草
い
き
れ
人
死
を
る
と
札
の
立
つ

秋
風
や
酒
肆
に
詩
う
た
ふ
漁
者
樵
者

鹿
な
が
ら
山
影
門
に
入
日
か
な

鴫
遠
く
鍬
す
ゝ
ぐ
水
の
う
ね
り
か
な

柳
散
り
清
水
涸
れ
石
と
こ
ろ
〴
〵

水
か
れ
〴
〵
蓼
か
あ
ら
ぬ
か
蕎
麦
か
否
か

我
を
い
と
ふ
隣
家
寒
夜
に
鍋
を
鳴
ら
す

に
対
し
て
、
子
規
は
次
の
よ
う
に
、

一
句
五
字
ま
た
は
七
字
の
う
ち
な
お
「
草
霞
み
」「
雨
後
の
月
」「
夜
蛇
を
打
つ
」「
水
に
銭
蹈
む
」
と
曲
折
せ
し
め
た
る
妙
は
到
底
「
頭

よ
り
す
ら
す
ら
と
言
い
下
し
来
た
る
」
者
の
解
し
得
ざ
る
と
こ
ろ
、
し
か
も
洒
堂
、
凡
兆
ら
も
ま
た
夢
寐
に
だ
も
見
ざ
り
し
と
こ
ろ

な
り
。

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
屈
折
」（
田
中
）
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と
、「
曲
折
の
妙
」
を
い
う
。
蕪
村
の
句
「
草
霞
み
水
に
声
な
き
日
暮
か
な
」
の
「
草
霞
み
」
は
、
春
の
季
語
、「
水
に
声
な
き
日
暮
れ
」

は
水
の
音
の
し
な
い
静
か
な
日
暮
れ
を
い
う
。「
草
霞
み
」
と
「
水
に
声
な
き
」
の
間
に
飛
躍
は
あ
る
が
、
全
体
的
な
調
和
は
と
れ
て
い
る
。

「
雨
後
の
月
誰
そ
や
夜
ぶ
り
の
脛
白
き
」
の
「
夜
振
り
」
と
は
、
夏
の
夜
に
た
い
ま
つ
な
ど
を
点
し
て
、
寄
っ
て
く
る
魚
を
と
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
句
は
「
雨
後
の
月
」
で
一
旦
き
れ
て
、「
誰
そ
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
飛
躍
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
全
体
を
通
し
て
み
た
（
雨
後

の
月
に
、
誰
だ
ろ
う
か
、
夜
振
り
を
し
て
い
る
脛
が
白
い
）
と
い
う
内
容
に
調
和
が
と
れ
て
い
る
。「
燕
啼
い
て
夜
蛇
を
打
つ
小
家
か
な
」
は
、

家
の
軒
な
ど
に
巣
を
作
っ
て
い
る
燕
が
夜
に
鳴
い
た
の
で
、
蛇
が
狙
っ
て
い
る
と
察
し
て
蛇
を
打
つ
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
蛇
が
い
る

家
は
一
般
的
に
は
大
家
と
連
想
す
る
の
に
反
し
て
、
こ
こ
で
は
「
小
家
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、「
夜
蛇
を
打
つ
」
と
「
小
家
」
の
間
に

飛
躍
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
調
和
が
と
れ
て
い
る
。「
五
月
雨
や
水
に
銭
蹈
む
渡
し
舟
」
は
、
五
月
雨
の
な
か
で

渡
し
船
の
底
に
水
が
た
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
落
ち
た
銭
を
踏
む
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。「
水
に
銭
蹈
む
」
と
「
渡
し
船
」
の
間
に

飛
躍
を
感
じ
る
が
、
や
は
り
全
体
と
し
て
は
調
和
が
と
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
曲
折
の
妙
」
は
、
予
定
調
和
で
な
い
意
外
性
の
面
白

さ
を
言
う
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
子
規
の
「
屈
折
」
は
、
異
質
な
ふ
た
つ
の
こ
と
が
ら
の
ぶ
つ
か
り
合
い
、「
曲
折
」
は
、
意
味
の
飛
躍
に
た
い
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
自
体
は
作
品
の
評
価
語
で
は
な
い
。
作
品
の
良
し
悪
し
は
全
体
と
し
て
の
意
味
の
調
和
が
と
れ
て
い
る
か

否
か
に
関
わ
る
。
ま
た
「
曲
折
」
は
今
の
「
屈
折
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ゆ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

Ⅱ
―
Ⅴ
、
伊
藤
左
千
夫
の
「
曲
折
」
と
「
屈
折
」

屈
折
を
よ
り
積
極
的
に
用
い
た
の
は
、
子
規
の
弟
子
伊
藤
左
千
夫
で
あ
る
。
次
に
伊
藤
左
千
夫
は
『
万
葉
集
新
釈
（
17
）』

に
巻
一
・
一
九
番

歌
の
井
戸
王
即
和
歌
、
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へ
そ
か
た
の
、
は
や
し
の
さ
き
の
、
さ
ぬ
は
り
の
、
き
ぬ
に
つ
く
な
す
、
目
に
つ
く
吾
か
背
。

を
と
り
あ
げ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
評
す
。

か
う
云
ふ
風
な
和
し
方
が
、
ほ
ん
と
に
和
す
る
歌
に
な
る
の
で
あ
る
、
單
に
詞
の
上
に
の
み
、
調
子
を
合
せ
る
和
へ
方
は
、
戲
れ
で

あ
る
の
だ
、
此
歌
只
無
造
作
に
詠
み
下
し
た
歌
の
や
う
な
れ
ど
上
三
句
の
間
に
「
の
」
の
字
が
四
つ
使
つ
て
あ
る
が
、
其
使
方
が
何

と
な
く
語
調
を
な
し
て
居
る
、
下
二
句
も
二
句
共
に
語
音
の
屈
折
が
、
上
の
「
の
」
字
の
使
方
と
調
和
し
て
、
音
節
に
愉
快
を
感
じ

さ
せ
る
歌
で
あ
る
。

左
千
夫
は
、
こ
の
歌
の
下
の
句
「
き
ぬ
に
つ
く
な
す
、
目
に
つ
く
吾
か
背
」
を
「
語
音
の
屈
折
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
、
意
味
上
ま
っ
た
く

関
連
の
な
い
「
き
ぬ
」
と
「
目
」
を
ぶ
つ
け
た
転
調
、
そ
こ
に
接
続
す
る
同
音
の
「
つ
く
」
に
よ
る
音
の
連
続
感
を
い
う
。
つ
ま
り
、
左

千
夫
の
声
調
の
「
屈
折
」
は
意
味
と
音
と
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
左
千
夫
は
万
葉
集
巻
一
・
一
六
、

冬
ご
も
り
、
春
さ
り
く
れ
ば
、
鳴
か
ざ
り
し
、
鳥
も
來
鳴
き
ぬ
、
さ
か
ざ
り
し
、
花
も
咲
け
れ
ど
、
山
を
し
み
、

入
り
て
も
取
ら
ず
、
草
深
み
、
と
り
て
も
見
ず
、
秋
山
の
、
木
の
葉
を
見
て
は
、
も
み
ぢ
を
ば
、
と
り
て
ぞ
し
ぬ
ぶ
、

青
き
を
ば
、
置
て
ぞ
嘆
く
、
そ
こ
し
た
ぬ
し
、
秋
山
吾
れ
は
。

に
つ
い
て
、

全
篇
十
八
句
よ
り
成
立
つ
た
短
篇
で
あ
れ
ど
、
第
四
句
で
切
れ
、
第
八
句
で
切
れ
、
第
十
句
で
切
れ
、
第
十
四
句
で
切
れ
、
第
十
六

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
屈
折
」（
田
中
）
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句
で
切
れ
、
最
後
の
二
句
又
共
に
一
句
獨
立
の
句
で
結
ん
で
居
る
、
十
八
句
中
七
個
所
に
切
句
を
使
つ
て
居
る
。
句
法
の
變
化
此
類

の
如
き
は
少
な
か
ら
う
。
大
抵
の
人
は
此
歌
を
平
坦
に
讀
去
つ
て
深
き
注
意
を
留
め
な
い
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
句
法
の
曲
折
變

化
に
妙
を
盡
し
て
居
る
に
氣
付
か
な
い
の
で
あ
ら
う
。

と
「
句
法
の
曲
折
」
と
い
う
。
こ
の
額
田
王
の
歌
は
、
冬
ご
も
り
の
後
の
春
に
、
鳴
か
な
か
っ
た
鳥
が
鳴
き
、
咲
か
な
か
っ
た
花
が
咲
き
、

山
を
惜
し
ん
で
何
も
採
ら
な
い
こ
と
、
草
が
深
い
の
で
取
っ
て
見
な
い
、
秋
山
で
は
紅
葉
を
取
っ
て
、
青
い
葉
は
取
ら
な
い
、
秋
山
の
ほ

う
が
よ
い
、
な
ど
、
す
べ
て
前
の
句
か
ら
予
想
さ
れ
る
結
果
を
す
こ
し
ず
つ
裏
切
り
な
が
ら
ず
れ
、
下
に
つ
づ
い
て
い
る
構
造
で
あ
る
。

こ
れ
が
左
千
夫
の
「
曲
折
」
で
あ
る
。

左
千
夫
の
「
屈
折
」
は
意
味
上
の
転
調
と
音
の
連
続
を
い
う
も
の
で
あ
り
、「
曲
折
」
は
前
の
句
か
ら
予
想
さ
れ
る
結
果
を
す
こ
し
ず

つ
裏
切
り
な
が
ら
ず
れ
て
ゆ
く
も
の
を
い
う
。

Ⅲ
、
斎
藤
茂
吉
の
「
曲
折
」
と
「
屈
折
」

Ⅲ
―
Ⅰ
、
斎
藤
茂
吉
の
「
曲
折
」

茂
吉
も
歌
の
評
語
と
し
て
屈
折
を
用
い
た
が
、
そ
れ
は
以
上
み
た
よ
う
な
流
れ
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

茂
吉
の
最
初
の
「
曲
折
」
は
、『
柿
本
人
麿
』（
評
釋
篇
巻
之
上
「
人
麿
短
歌
評
釋
」）
の
万
葉
集
卷
三
・
二
六
六
番
歌
、

淡
海
の
海
夕
浪
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
心
も
し
ぬ
に
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ

に
つ
い
て
述
べ
た
つ
ぎ
の
部
分
に
み
ら
れ
る
。
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こ
の
歌
は
や
は
り
人
麿
一
流
の
、
流
動
性
を
持
つ
た
聲
調
を
特
徴
と
す
る
歌
で
あ
る
が
、『
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
河
』
の
歌
の
ご
と

く
に
一
氣
連
續
の
も
の
で
な
く
、
も
つ
と
曲
折
し
、
休
止
し
、
轉
回
し
つ
つ
、
複
雜
に
し
て
遒
潤
沈
厚
な
調
べ
を
な
し
て
ゐ
る
の
が

こ
の
一
首
の
特
徴
で
あ
る
。

ま
た
同
じ
歌
に
つ
い
て
『
万
葉
秀
歌
』
に
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
歌
は
、
前
の
宇
治
河
の
歌
よ
り
も
、
も
っ
と
曲
折
の
あ
る
調
べ
で
、
そ
の
中
に
、「
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
」
と
い
う
句
が
あ
る
た

め
に
、
調
べ
が
曲
折
す
る
と
共
に
沈
厚
な
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
。

と
、
こ
の
よ
う
に
茂
吉
は
、
こ
の
歌
を
「
曲
折
の
あ
る
調
べ
」「
調
べ
が
曲
折
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

詳
し
く
見
て
ゆ
く
と
「
あ
ふ
（
お
う
）
み
」「
う
み
」、「
ゆ
ふ
（
ゆ
う
）
な
み
」「
な
が
」「
な
け
ば
」、「
し
ぬ
に
」「
い
に
し
へ
」
と
近

似
の
音
の
く
り
か
え
し
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
流
動
性
を
持
っ
た
声
調
」
と
い
う
。「
曲
折
」
は
、
上
の
句
「
淡
海
の
海
夕
浪
千
鳥
汝
が
鳴

け
ば
」
と
下
の
句
「
心
も
し
ぬ
に
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ
」
の
間
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
」
と
い
う
原
因
に
よ
り
、「
心
も

し
ぬ
に
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ
」
と
い
う
心
の
状
態
が
う
ま
れ
て
い
る
が
、
鳥
が
鳴
く
こ
と
と
昔
を
思
う
こ
と
に
は
直
接
の
関
わ
り
は
な
い
。

個
人
的
要
因
の
存
在
に
よ
っ
て
昔
が
思
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
個
人
的
な
要
因
に
よ
っ
て
上
下
句
に
飛
躍
が
感
じ
ら
れ
る
歌
は
、
王
朝
和
歌
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
伊
勢
物

語
に
登
場
す
る
、

五
月
ま
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
屈
折
」（
田
中
）
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が
あ
る
。
こ
の
歌
に
あ
る
「
花
橘
の
香
」
と
「
昔
の
人
の
袖
の
香
」
は
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
個
人
的
要
因
に
よ
り
昔
が
思
い
出
さ
れ

る
。
こ
れ
は
万
葉
集
巻
三
・
二
六
六
番
歌
と
同
じ
型
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
歌
の
派
生
形
と
み
ら
れ
る
新
古
今
和
歌
集
の
、

橘
の
に
ほ
ふ
あ
た
り
の
う
た
た
寝
は
夢
も
昔
の
袖
の
香
ぞ
す
る

俊
成
女

は
、「
橘
の
に
ほ
ふ
あ
た
り
の
う
た
た
寝
」
と
「
昔
の
袖
の
香
」
に
は
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
個
人
的
要
因
に
よ
り
上
下
句
が
つ
な
が
っ

て
い
る
。
茂
吉
が
「
曲
折
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
和
歌
の
歴
史
の
中
で
長
い
間
く
り
か
え
さ
れ
た
型
と
言
え
る
。

Ⅲ
―
Ⅱ
、
斎
藤
茂
吉
の
「
屈
折
」

茂
吉
の
「
屈
折
」
は
、『
柿
本
人
麿
』（
評
釈
篇
巻
之
下
「
人
麿
歌
集
評
釈
」）
の
万
葉
集
巻
七
・
一
〇
八
八
番
歌
、

あ
し
ひ
き
の
山
河
の
瀬
の
響
る
な
べ
に
弓
月
が
嶽
に
雲
立
ち
わ
た
る

を
解
説
す
る
次
の
二
つ
の
文
中
に
あ
る
。

こ
の
歌
は
、
分
析
す
る
と
上
の
句
で
『
の
』
の
音
を
續
け
て
、
連
續
的
・
流
動
的
・
直
線
的
に
あ
ら
は
し
て
、
下
の
句
で
屈
折
せ
し

め
て
、
結
句
で
は
四
三
調
（
二
二
三
調
）
で
止
め
て
ゐ
る
。
こ
れ
な
ど
も
誠
に
自
然
で
あ
つ
て
、
一
首
は
そ
の
や
う
な
關
係
で
動
的

に
鋭
く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

『
柿
本
人
麿
』（
評
釈
篇
巻
之
下
「
人
麿
歌
集
評
釈
」)

ま
た
、『
万
葉
秀
歌
』
に
は
、

こ
の
歌
も
な
か
な
か
大
き
な
歌
だ
が
、
天
然
現
象
が
、
そ
う
い
う
荒
々
し
い
強
い
相
と
し
て
現
出
し
て
い
る
の
を
、
そ
の
儘
さ
な
が
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ら
に
表
現
し
た
の
が
、
写
生
の
極
致
と
も
い
う
べ
き
優
れ
た
歌
を
成
就
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
技
術
上
か
ら
分
析
す
る
と
、
上
の

句
で
、「
の
」
音
を
続
け
て
、
連
続
的
・
流
動
的
に
云
い
く
だ
し
て
来
て
、
下
の
句
で
「
ユ
ツ
キ
ガ
タ
ケ
ニ
」
と
屈
折
せ
し
め
、
結

句
を
四
三
調
で
止
め
て
居
る
。
こ
と
に
「
ワ
タ
ル
」
と
い
う
音
で
止
め
て
居
る
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
い
ろ
い
ろ
留
意
し
つ
つ
味

う
と
、
作
歌
稽
古
上
に
も
有
益
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
茂
吉
は
、「
あ
し
ひ
き
の
山
河
の
瀬
の
響
る
」
と
「
の
」
を
三
回
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
は
「
連
続
的
」「
流
動
的
」「
直

線
的
」
で
あ
り
、
下
の
句
「
弓
月
が
嶽
に
雲
立
ち
わ
た
る
」
で
「
屈
折
」
し
て
い
る
と
い
う
。
分
か
り
や
す
く
書
く
と
、

・
Ａ
「
山
河
の
瀬
の
鳴
る
」

＝
聴
覚
的
世
界

・
Ｂ
「
弓
月
が
岳
に
雲
が
立
ち
渡
る
」
＝
視
覚
的
世
界

と
な
る
。
つ
ま
り
一
首
の
Ａ
（
上
の
句
）
は
聴
覚
の
世
界
で
あ
り
、
Ｂ
（
下
の
句
）
は
視
覚
の
世
界
で
あ
る
。
因
果
関
係
の
な
い
ふ
た
つ

の
世
界
を
「
な
べ
に
」
と
い
う
語
で
つ
な
い
で
い
る
。「
な
べ
」
は
原
文
に
「
苗
」
の
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系

に
よ
れ
ば
、「
な
へ
に
」
は
、「
事
態
が
同
時
に
並
行
し
進
行
す
る
意
を
表
す
接
続
詞
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
茂
吉
の
言
葉
に
す
る
と
、「
こ

の
歌
で
ナ
ベ
ニ
と
用
ゐ
た
の
は
、
川
浪
の
激
つ
音
と
雨
雲
の
動
い
て
ゐ
る
さ
ま
と
を
、
原
因
結
果
の
關
係
で
な
し
に
二
つ
を
接
近
せ
し
め

て
觀
入
し
て
ゐ
る
態
度
」
と
、
や
や
難
解
な
言
い
回
し
に
な
る
が
、「
事
態
が
同
時
に
並
行
し
進
行
す
る
」
こ
と
と
同
義
と
理
解
さ
れ
る
。

ま
た
茂
吉
は
、『
柿
本
人
麿
』
の
な
か
で
巻
一
・
二
九
番
歌
に
長
歌
に
つ
い
て
、

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
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こ
の
長
歌
も
人
麿
の
他
の
も
の
の
如
く
、
波
動
的
連
續
の
句
法
を
以
て
進
行
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
部
分
部
分
の
屈
折

あ
り
、
休
止
あ
り
、
變
化
あ
り
、
反
覆
あ
り
、
そ
し
て
一
つ
の
形
態
を
な
し
て
ゐ
る
と
も
看
做
す
こ
と
が
出
來
る
。

と
、
全
体
は
波
動
的
句
法
（
※
「
波
動
」
に
つ
い
て
は
別
稿
参
照
）
と
し
つ
つ
も
、
部
分
的
に
「
屈
折
」
の
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

巻
一
・
二
九
番
歌
、

玉
襷

畝
火
の
山
の

橿
原
の

日
知
の
御
代
ゆ

生
れ
ま
し
し

神
の
こ
と
ご
と

樛
の
木
の

い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に

天
の
下

知
ら
し
め
し
し
を

天
に
み
つ

大
和
を
置
き
て

あ
を
に
よ
し

奈
良
山
を
越
え

い
か
さ
ま
に

思
ほ
し
め
せ
か

天
離
る

夷
に
は
あ
れ
ど

石
走
る

淡
海
の
國
の

樂
浪
の

大
津
の
宮
に

天
の
下

知
ら
し
め
し
け
む

天
皇
の

神
の
尊
の

大
宮
は

此
處
と
聞
け
ど
も

大
殿
は

此
處
と
言
へ
ど
も

春
草
の

繁
く
生
ひ
た
る

霞
立
ち

春
日
の
霧
れ
る

も
も
し
き
の

大
宮
處

見
れ
ば
悲
し
も

こ
の
歌
の
な
か
で
茂
吉
が
「
屈
折
」
と
す
る
の
は
、
初
句
か
ら
「
知
ら
し
め
し
し
を
」
ま
で
の
な
が
れ
か
ら
次
に
く
る
と
予
想
さ
れ
る
歌

句
（
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
）
を
裏
切
っ
て
、「
天
に
み
つ
」
と
転
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
さ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

『
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
』
と
い
ふ
べ
き
と
こ
ろ
を
、『
天
に
み
つ
大
和
を
お
き
て
、
青
丹
よ
し
奈
良
山
を
越
え
』
の
次
に
置
い

て
ゐ
る
。
こ
れ
は
こ
の
一
つ
の
連
續
聲
調
と
、
次
の
連
續
聲
調
、『
天
離
る
夷
に
は
あ
れ
ど
、
石
走
る
淡
海
の
國
の
、
さ
さ
な
み
の

大
津
の
宮
に
』
云
々
と
い
ふ
の
と
の
間
に
挿
入
し
て
、
其
處
で
感
慨
を
籠
ら
せ
て
、
輕
佻
に
な
ら
な
い
や
う
に
お
の
づ
か
ら
な
つ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

『
柿
本
人
麿
』（
評
釈
篇
巻
之
上
「
人
麿
長
歌
評
釋
」)
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と
い
う
言
葉
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
茂
吉
は
こ
の
歌
の
本
来
の
順
序
は
、「
い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に

天
の
下

知
ら
し
め
し
し
を

い
か

さ
ま
に

思
ほ
し
め
せ
か

天
に
み
つ

大
和
を
置
き
て

あ
を
に
よ
し

奈
良
山
を
越
え

天
離
る

夷
に
は
あ
れ
ど

石
走
る

淡

海
の
國
の

樂
浪
の

大
津
の
宮
に
・
・
・
」
で
あ
る
と
し
、
巻
二
・
二
九
番
歌
を
「
部
分
部
の
屈
折
」
と
す
る
。
茂
吉
は
、
こ
う
し
た

人
麻
呂
の
長
歌
の
技
法
と
同
じ
も
の
を
漢
詩
に
見
出
す
。
そ
れ
は
鈴
木
虎
雄
か
ら
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
茂
吉
は
『
柿
本
人
麿
』（
評

釈
篇
巻
之
上
「
人
麿
長
歌
評
釈
」
巻
二
・
一
九
九
）
に

『
白
樂
天
の
詩
の
如
き
は
、
我
々
は
之
を
圓
轉
流
麗
と
稱
す
る
は
、
そ
の
句
意
の
う
つ
り
ゆ
き
滑
か
な
る
を
以
て
し
か
い
ふ
な
り
。

杜
甫
の
如
き
は
然
ら
ず
、
そ
の
う
つ
り
ゆ
き
は
極
め
て
急
角
度
の
屈
折
を
な
す
も
の
な
り
』（
鈴
木
、
杜
少

陵
詩
集
総
説

（
23
））

と
い
ふ
評
語
を
想
起
し
、

ま
た
、
蘇
峰
先
生
の
杜
甫
秋
興
八
首
評
中
、『
其
の
變
化
、
開
闔
の
端
倪
す
可
ら
ざ
る
、
劍
士
の
双
刀
を
舞
は
す
が
如
し
。
唯
だ
觀

客
を
し
て
目
眩
し
、
神
悸
せ
し
む
る
の
み
。
由
來
格
法
、
律
調
の
、
嚴
密
な
る
束
縛
の
裡
に
あ
り
て
、
此
の
如
き
、
大
自
在
力
を
逞

う
し
來
る
も
の
、
是
れ
實
に
彼
が
詩
人
と
し
て
の
天
賦
に
よ
る
乎
、
素
養
に
よ
る
乎
、
將
た
兩
な
が
ら
其
の
宜
き
を
得
た
る
が
爲
め

乎
』（
杜
甫
と

彌
耳
敦
）
と
あ
る
の
を
想
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
見
れ
ば
杜
甫
の
詩
に
も
人
麿
の
長
歌
の
や
う
な
技
法
の
存
在
し
て

ゐ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
詩
と
歌
と
の
本
態
に
順
つ
て
差
別
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
か
。

と
鈴
木
虎
雄
の
文
と
徳
富
蘇
峰
の
文
を
引
用
し
て
い
る
。
鈴
木
虎
雄
の
い
う
「
急
角
度
の
屈
折
（
18
）」

は
光
線
屈
折
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
徳
富
蘇
峰
の
「
劍
士
の
双
刀
を
舞
は
す
が
如
し
」
は
、
杜
甫
の
「
秋
興
八
首
其
一
」、

玉
露
凋
傷
楓
樹
林

巫
山
巫
峽
氣
蕭
森

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
屈
折
」（
田
中
）
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江
間
波
浪
兼
天
湧

塞
上
風
雲
接
地
陰

叢
菊
兩
開
他
日
涙

孤
舟
一
繋
故
園
心

寒
衣
處
處
催
刀
尺

白
帝
城
高
急
暮
砧

の
「
孤
舟
一
繋
故
園
心
」
な
ど
の
部
分
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
語
訳
（
19
）を

参
照
す
る
と
、

玉
の
よ
う
な
露
は
か
え
で
の
林
を
凋
ま
せ
傷
ま
せ
、

巫
山
巫
峽
一
帯
に
秋
風
が
し
い
ん
と
立
ち
こ
め
た
。

長
江
の
激
浪
は
天
に
も
と
ど
か
ん
ば
か
り
に
沸
き
立
ち
、

城
塞
の
上
に
風
雲
は
地
に
ひ
く
く
た
れ
こ
め
て
あ
た
り
を
暗
く
と
ざ
し
て
い
る
。

蜀
を
去
っ
て
か
ら
こ
れ
ま
で
菊
の
花
が
二
度
ま
で
開
く
に
あ
う
が
、
そ
の
過
ぎ
去
っ
た
日
々
を
み
た
す
も
の
は
涙
ば
か
り
で
あ
る
。

ま
た
一
そ
う
の
小
舟
を
岸
に
じ
っ
と
繋
い
だ
ま
ま
で
い
る
が
、
そ
の
小
舟
に
私
は
望
郷
の
心
を
つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
の
だ
。

冬
着
の
し
た
く
の
た
め
に
方
々
で
は
裁
縫
に
い
そ
が
し
い
と
み
え
、

白
帝
城
の
高
く
そ
び
え
る
あ
た
り
で
は
夕
暮
れ
の
き
ぬ
た
が
せ
わ
し
げ
に
音
を
た
て
て
い
る
。

と
あ
り
、「
ま
た
一
そ
う
の
小
舟
を
岸
に
じ
っ
と
繋
い
だ
ま
ま
で
い
る
が
、
そ
の
小
舟
に
私
は
望
郷
の
心
を
つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
の
だ
」

と
い
う
、
起
承
転
結
の
「
転
」
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。「
転
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
詩
句
か
ら
予
想
さ
れ
る
事
柄
か
ら
転
じ
る
用
法
で
あ
り
、

鈴
木
虎
雄
が
光
線
の
屈
折
に
喩
え
る
の
も
、
徳
富
蘇
峰
が
「
劍
士
の
双
刀
を
舞
は
す
が
如
し
」
と
い
う
の
も
「
転
」
の
部
分
と
見
ら
れ
る
。
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茂
吉
は
「
杜
甫
の
詩
に
も
人
麿
の
長
歌
の
や
う
な
技
法
の
存
在
し
て
ゐ
る
こ
と
が
分
か
る
」
と
言
っ
て
お
り
、
人
麻
呂
の
歌
の
急
な
展
開

を
漢
詩
の
「
転
」
に
見
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
子
規
の
「
屈
折
」
は
、
二
つ
の
も
の
の
ぶ
つ
か
り
合
い
、
左
千
夫
の
「
屈
折
」
は
同
音
を
も
ち
つ
つ
意

味
を
転
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
茂
吉
の
「
屈
折
」
は
漢
詩
の
「
転
」
に
あ
た
る
部
分
を
光
線
の
屈
折
に
喩
え
た
鈴
木
虎
雄
の
比
喩
が
、

茂
吉
自
身
の
感
覚
に
合
致
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

光
線
屈
折
と
い
う
用
語
は
『
物
理
階
梯
』（
明
治
時
代
に
も
っ
と
も
よ
く
読
ま
れ
た
物
理
学
の
教
科
書
）
に
、
次
の
よ
う
な
解
説
が
あ
る
。

夫
光
ノ
物
體
ヲ
出
ル
ハ
直
行
ス
ル
モ
ノ
ト
雖
モ
透
過
ス
ル
物
體
ノ
疎
密
齊
一
ナ
ラ
ザ
レ
ハ
光
線
ノ
經
路
モ
亦
直
ナ
ラ
ズ
茲
ニ
三
則
ヲ

設
ス

第
一
則
光
ノ
物
體
ヲ
透
過
ス
ル
ハ
必
直
線
ニ
進
行
ス
ル
ヘ
シ

第
二
則
光
若
斜
ニ
疎
境
ヨ
リ
密
境
ニ
入
ル
ト
キ
ハ
其
經
路
ヲ
變
シ
テ
微
カ
ニ
鉛
直
線
ニ
近
ツ
キ
屈
撓
ス
ヘ
シ

第
三
則
光
若
斜
ニ
密
境
ヨ
リ
疏
境
ニ
出
ツ
ル
ト
キ
ハ
其
線
鉛
直
線
ヨ
リ
多
ク
遠
カ
リ
テ
屈
撓
ス
ル
ヘ
シ

右
第
二
則
第
三
則
ノ
如
ク
屈
撓
ス
ル
モ
ノ
ヲ
光
ノ
屈
折
ト
名
ツ
ク
是
光
ノ
一
殊
性
ナ
リ

つ
ま
り
、
光
は
直
線
で
あ
る
が
、
物
体
を
通
る
と
き
、
そ
の
物
体
の
媒
質
（
疏
密
）
の
違
い
に
よ
り
屈
折
を
お
こ
す
、
と
あ
る
。

茂
吉
は
、
こ
の
光
線
屈
折
の
原
理
に
人
麻
呂
歌
集
の
歌
の
急
な
展
開
の
あ
り
か
た
を
喩
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
い
う
と
、
巻

七
・
一
〇
八
八
番
歌
の
（
聴
覚
の
世
界
）
を
物
質
Ａ
（
た
と
え
ば
水
）
に
、
ま
た
（
視
覚
的
世
界
）
を
媒
質
の
異
な
る
別
の
物
質
Ｂ
（
た
と
え

ば
水
晶
）
に
喩
え
る
。
光
（
意
）
は
Ａ
Ｂ
ふ
た
つ
の
物
質
の
媒
質
の
違
い
に
よ
り
「
屈
折
」
を
お
こ
し
、
結
果
と
し
て
急
角
度
に
曲
が
る
。

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
屈
折
」（
田
中
）
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一
見
、
Ａ
と
Ｂ
は
別
々
の
こ
と
を
言
い
、
飛
躍
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
「
な
へ
に
」
で
わ
ず
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
、
茂
吉
は
こ

れ
を
「
屈
折
」
と
比
喩
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
茂
吉
は
、
前
時
代
に
腰
折
れ
句
と
言
わ
れ
か
ね
な
か
っ
た
歌
に
プ
リ
ズ
ム
の
悪
戯

の
よ
う
な
美
を
見
出
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
科
学
的
な
発
想
は
彼
自
身
が
医
師
で
あ
り
、
科
学
的
な
志
向
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
関
わ
り

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
又
、
物
理
ブ
ー
ム
で
あ
っ
た
当
時
の
時
代
性
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
漢
詩
の
転
を
「
屈
折
」
と
し
た
鈴
木
虎
雄
の

影
響
を
受
け
て
の
も
の
と
は
言
う
も
の
の
、
物
理
学
の
「
屈
折
」
の
現
象
に
人
麻
呂
の
歌
の
あ
り
方
を
か
さ
ね
た
の
は
新
し
い
発
想
と
言

え
る
。

Ⅲ
―
Ⅲ
、
実
作
へ
の
転
化

さ
ら
に
茂
吉
は
、
早
く
『
赤
光
』
の
な
か
で
自
ら
の
感
じ
取
っ
た
柿
本
人
麻
呂
の
表
現
法
と
し
て
の
「
屈
折
」
を
自
作
に
応
用
し
て
い
る
。

の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
足
乳
根
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り

は
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
あ
し
ひ
き
の
山
河
の
瀬
の
響
る
な
べ
に
弓
月
が
嶽
に
雲
立
ち
わ
た
る
」
に
聴
覚
的
表
現
か
ら
視
覚
的
表
現

に
屈
折
を
認
め
、
自
ら
の
作
で
は
生
、
新
た
な
命
を
生
み
出
す
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
表
現
と
死
、
命
の
終
焉
の
表
現
を
対
比
的
に
配
置
す

る
表
現
を
工
夫
し
た
の
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
上
の
句
「
の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
」
と
下
の
句
「
足
乳
根
の
母
は
死
に
た

ま
ふ
な
り
」
と
い
う
二
つ
の
こ
と
が
ら
が
因
果
関
係
な
く
、
同
時
並
行
す
る
か
た
ち
で
あ
る
。
茂
吉
は
『
作
歌
四
十
年
（
20
）』

に
、

も
う
玄
鳥
が
来
る
春
に
な
り
、
屋
梁
に
巣
を
構
へ
て
雌
雄
の
玄
鳥
が
並
ん
で
ゐ
た
の
を
そ
の
儘
に
あ
ら
は
し
た
。
下
句
は
こ
れ
も
あ

り
の
儘
に
素
直
に
直
線
的
に
あ
ら
は
し
た
。
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と
言
う
。
事
実
あ
り
の
ま
ま
、
ふ
た
つ
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
と
あ
る
。
こ
の
歌
の
意
は
、
塚
本
邦
雄
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
梁
の
煤

け
た
横
木
に
造
っ
た
巣
の
外
で
、
間
な
く
暇
な
く
鳴
き
交
わ
す
雌
雄
の
燕
の
、
可
憐
に
し
て
無
気
味
な
生
の
営
み
と
、
除
外
例
な
き
死
に

直
面
し
、
刻
刻
と
滅
び
つ
つ
あ
る
母
（
21
）」

で
あ
る
。
屋
梁
に
い
る
二
羽
の
の
ど
赤
き
玄
鳥
と
、
死
に
ゆ
く
母
は
、
本
来
何
の
関
係
も
な
い
が
、

「
て
」
の
一
語
で
つ
な
が
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
て
」
は
、
先
の
万
葉
集
巻
七
・
一
〇
八
八
番
歌
の
「
な
へ
に
」
と
同
様
に
、「
事
態

が
同
時
に
並
行
し
進
行
す
る
意
を
表
す
接
続
詞
の
役
割
」
を
す
る
。
こ
の
上
の
句
と
下
の
句
は
別
々
な
が
ら
、「
て
」
が
わ
ず
か
に
つ
な

ぐ
の
で
あ
る
。
こ
の
か
た
ち
こ
そ
、
茂
吉
が
「
屈
折
」
と
呼
ぶ
声
調
の
様
式
あ
る
。
即
ち
、
光
に
喩
え
た
意
は
、
媒
質
Ａ
（
屋
梁
に
い
る

二
羽
の
の
ど
赤
き
玄
鳥
＝
生
命
感
あ
ふ
れ
る
世
界
）
か
ら
、
媒
質
Ｂ
（
死
に
ゆ
く
母
＝
死
の
世
界
）
へ
入
る
時
に
屈
折
を
お
こ
し
、
急
角
度
に
曲

が
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
屈
折
」
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

ま
た
茂
吉
に
は
、
こ
の
歌
に
よ
く
似
た
型
と
し
て
、

た
た
か
ひ
は
上
海
に
起
り
居
た
り
け
り
鳳
仙
花
の
紅
く
散
り
ゐ
た
り
け
り

が
あ
る
。
こ
れ
は
、『
赤
光
』
に
「
七
月
二
十
三
日
」
と
題
さ
れ
た
五
首
の
な
か
の
一
首
で
あ
る
。
一
九
一
三
年
七
月
と
言
え
ば
、
袁
世

凱
の
専
制
に
孫
文
ら
国
民
党
が
軍
事
蜂
起
し
た
、
所
謂
、
第
二
革
命
の
頃
で
あ
る
。
茂
吉
は
、
新
聞
で
動
乱
を
知
っ
た
ら
し
く
、
自
注
『
作

歌
四
十
年
』
に
、

当
時
上
海
は
動
亂
の

巷
で
、
新
聞
が
そ
れ
を
報
じ
て
ゐ
た
。
私
は
政
治
方
面
の
こ
と

は
よ
く
分
か
ら
ぬ
が
、
戦
争
に
は
い
つ
も

關
心
を
持
ち
、
新
聞

記
事
に
も
常
に
注
意
し
て
ゐ
た
。
戦
ひ
は
個
人
な
ら
果
し
合
ひ
、
命
の
取
り
く
ら
で
あ
り
、
大
が
か
り
な
眞

劒
勝
負
な
の
で
、
い
つ
も
自
分
の
心
を
緊
張
せ
し
め
た
。

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
屈
折
」（
田
中
）
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と
記
し
て
い
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
釈
迢
空
が
、

北
原
白
秋
の
『
桐
の
花
』
の
歌
「
薄
ら
か
に
紅
く
か
よ
は
し
鳳
仙
花
人
力
車
の
輪
に
散
る
は
い
そ
が
し
」
と
民
国
人
の
牽
く
わ
ん
ぼ

う
（
人
力
車
）
の
手
前
に
、
鳳
仙
花
が
散
つ
て
ゐ
る
。
其
下
に
と
か
げ
の
一
疋
出
て
ゐ
る
所
が
描
い
て
あ
り
、

左
肩
上
に
上
海
と

書
き
込
ん
だ
画
面
の
扉
画
が
、
貼
り
つ
け
て
あ
る
（
22
）。

と
、
北
原
白
秋
の
『
桐
の
花
』
の
扉
絵
（
23
）か

ら
の
影
響
と
推
察
し
て
い
る
。『
桐
の
花
』
の
扉
絵
は
、「
秋
思
五
章
」
の
も
の
で
、
墨
を
用
い

て
人
力
車
と
、
地
を
は
う
ト
カ
ゲ
、
手
前
に
低
木
を
描
く
。
そ
こ
に
点
点
と
血
を
た
ら
し
た
よ
う
な
赤
で
落
花
を
あ
ら
わ
し
、
絵
の
右
肩

に
「
上
海
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
超
空
は
、
茂
吉
が
眼
前
に
鳳
仙
花
の
散
っ
て
い
る
の
を
見
て
上
海
の
戦
い
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
の
で

は
な
く
、『
桐
の
花
』
の
扉
絵
を
見
て
、
歌
を
思
い
つ
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
超
空
は
直
感
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
茂
吉
の
弟
子
の
佐
藤

佐
太
郎
も
賛
同
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
塚
本
邦
雄
が
「
だ
か
ら
と
言
つ
て
拘
泥
す
る
要
は
あ
る
ま
い
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の

歌
が
『
桐
の
花
』
の
挿
絵
か
ら
の
思
い
つ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
魅
力
を
あ
る
歌
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

茂
吉
は
、
こ
の
歌
を
『
作
歌
四
十
年
』
に
自
注
し
、

こ
の
歌
は
、
上
句
と
下
句
と
が
別
々
の
や
う
に
出
来
て
居
る
た
め
に
、「
分
か
ら
ぬ
歌
」
の
標
本
と
し
て
後
年
に
至
る
ま
で
歌
壇
の

材
料
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
併
し
、
こ
の
一
首
な
ど
は
、
何
で
も
な
い
も
の
で
、
読
者
は
た
だ
こ
の
儘
、
文
字
ど
ほ
り
に
受
納
れ

て
く
れ
れ
ば
そ
れ
で
好
い
の
で
あ
つ
て
、
別
に
寓
意
も
何
も
あ
つ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
首
は
こ
の
儘
で
あ

る
面
白
み
を
蔵
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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と
言
っ
て
い
る
。
上
句
と
下
句
と
が
別
々
と
は
、
こ
の
歌
の
場
合
、
Ⓐ
上
海
に
戦
い
が
お
こ
っ
た
、
Ⓑ
紅
い
鳳
仙
花
が
散
っ
て
い
た
、
と

い
う
ふ
た
つ
の
事
柄
を
さ
す
。
別
々
の
ふ
た
つ
の
事
柄
は
、
先
の
「
の
ど
赤
き
玄
鳥
」
の
歌
の
「
事
実
あ
り
の
ま
ま
、
ふ
た
つ
の
こ
と
を

あ
ら
わ
し
た
」
と
い
う
こ
と
と
同
様
と
解
せ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
先
の
「
の
ど
赤
き
玄
鳥
」
の
歌
と
違
い
こ
こ
に
接
続
詞
は
な
い
。
こ
の

歌
は
、
万
葉
集
巻
七
・
一
〇
八
八
よ
り
も
ひ
と
つ
前
に
あ
る
一
〇
八
七
番
歌
、

痛
足
河
河
浪
立
ち
ぬ
巻
目
の
由
槻
が
岳
に
雲
居
立
て
る
ら
し

に
近
い
か
た
ち
と
見
え
る
。
巻
七
・
一
〇
八
七
番
歌
は
巻
七
・
一
〇
八
八
番
歌
と
と
も
に
「
右
二
首
、
柿
本
人
麿
之
歌
集
出
」
と
あ
り
、

茂
吉
は
一
〇
八
七
番
歌
に
対
し
て
「
単
純
な
内
容
を
ば
、
荘
重
な
響
を
以
て
統
一
し
て
い
る
点
は
実
に
驚
く
べ
き
」
と
賞
賛
し
て
い
る
。

二
首
は
と
も
に
二
つ
の
こ
と
を
が
ら
を
同
時
に
並
行
し
て
あ
ら
わ
す
か
た
ち
で
あ
る
。
た
だ
一
〇
八
七
番
歌
に
は
①
河
波
が
た
っ
た
、
②

雲
が
立
た
よ
う
だ
、
と
い
う
ふ
た
つ
の
こ
と
が
ら
を
つ
な
ぐ
接
続
詞
が
な
く
、
茂
吉
は
こ
れ
を
特
に
「
屈
折
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
鈴
木
虎
雄
の
漢
詩
の
「
転
」
を
急
角
度
の
光
線
屈
折
と
す
る
理
屈
か
ら
い
く
と
、
こ
れ
も
ま
た
「
屈
折
」
の
ひ
と
つ
と
見
な
せ
る

の
で
は
な
い
か
。

茂
吉
の
鳳
仙
花
の
歌
の
上
下
句
の
分
裂
し
た
型
は
、
万
葉
集
巻
七
・
一
〇
八
七
番
歌
と
類
似
の
か
た
ち
な
が
ら
発
表
当
時
か
ら
今
日
に

い
た
る
ま
で
、
な
お
賛
否
両
論
が
あ
る
。
一
九
五
八
年
十
一
月
号
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
で
は
近
藤
芳
美
が
「
若
気
の
思
わ
せ
ぶ
り
」
と
批
判

し
て
い
る
。
土
屋
文
明
も
ま
た
当
初
よ
り
批
判
的
で
は
あ
っ
た
が
、「
何
で
も
な
い
こ
と
を
二
つ
並
べ
た
だ
け
で
、
そ
こ
に
一
つ
の
雰
囲

気
を
作
り
出
す
」
型
と
し
て
い
る
の
は
、
文
明
は
万
葉
集
研
究
の
過
程
で
こ
の
か
た
ち
が
万
葉
集
か
ら
来
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
屈
折
」（
田
中
）

―25―



Ⅳ
、
万
葉
集
の
声
調
「
屈
折
」
と
実
作
の
関
係

斎
藤
茂
吉
の
万
葉
集
研
究
は
、
声
調
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
多
い
な
か
で
、
し
ば
し
ば
恣
意
的
と
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
茂
吉

の
論
に
は
恣
意
的
な
面
も
多
い
が
、
万
葉
集
か
ら
学
ん
で
、
実
作
に
う
ま
く
反
映
さ
せ
た
例
も
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
「
屈
折
」
の
検
討
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
し
得
た
。

｢屈
折
」
と
い
う
語
は
、
古
く
よ
り
中
国
漢
籍
に
見
ら
れ
る
言
葉
だ
が
、
日
本
で
は
十
七
世
紀
以
前
に
は
見
ら
れ
ず
、
一
方
で
類
義
語

の
「
曲
折
」
は
古
く
か
ら
和
歌
の
評
に
使
わ
れ
て
き
た
。
日
本
で
の
「
屈
折
」
の
初
見
は
十
七
世
紀
の
『
四
河
大
海
』
で
あ
る
。
そ
の
後

「
屈
折
」
は
明
治
に
物
理
学
用
語
と
し
て
一
般
化
す
る
。
茂
吉
は
、
万
葉
集
巻
七
・
一
〇
八
八
番
歌
、

あ
し
ひ
き
の
山
河
の
瀬
の
響
る
な
べ
に
弓
月
が
嶽
に
雲
立
ち
わ
た
る

に
つ
い
て
『
柿
本
人
麿
』
で
、

こ
の
歌
は
、
分
析
す
る
と
上
の
句
で
『
の
』
の
音
を
續
け
て
、
連
續
的
・
流
動
的
・
直
線
的
に
あ
ら
は
し
て
、
下
の
句
で
屈
折
せ
し

め
て
、
結
句
で
は
四
三
調
（
二
二
三
調
）
で
止
め
て
ゐ
る
。
こ
れ
な
ど
も
誠
に
自
然
で
あ
つ
て
、
一
首
は
そ
の
や
う
な
關
係
で
動
的

に
鋭
く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

『
柿
本
人
麿
』（
評
釈
篇
巻
之
下
「
人
麿
歌
集
評
釈
」)

と
、
上
の
句
で
「
の
」
が
三
回
続
く
こ
と
を
連
続
的
、
流
動
的
、
直
線
的
声
調
と
捉
え
、
下
の
句
で
歌
の
世
界
観
が
が
ら
り
と
変
わ
る
こ

と
を
「
下
の
句
で
屈
折
せ
し
め
て
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
万
葉
秀
歌
』
で
、
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こ
の
歌
も
な
か
な
か
大
き
な
歌
だ
が
、
天
然
現
象
が
、
そ
う
い
う
荒
々
し
い
強
い
相
と
し
て
現
出
し
て
い
る
の
を
、
そ
の
儘
さ
な
が

ら
に
表
現
し
た
の
が
、
写
生
の
極
致
と
も
い
う
べ
き
優
れ
た
歌
を
成
就
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
技
術
上
か
ら
分
析
す
る
と
上
の
句

で
、「
の
」
音
を
続
け
て
、
連
続
的
・
流
動
的
に
云
い
く
だ
し
て
来
て
、
下
の
句
で
「
ユ
ツ
キ
ガ
タ
ケ
ニ
」
と
屈
折
せ
し
め
結
句
を

四
三
調
で
止
め
て
居
る
。
こ
と
に
「
ワ
タ
ル
」
と
い
う
音
で
止
め
て
居
る
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
い
ろ
い
ろ
留
意
し
つ
つ
味
う
と
、

作
歌
稽
古
上
に
も
有
益
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

と
「
屈
折
」
と
言
う
。

当
時
「
屈
折
」
は
和
歌
の
評
語
と
し
て
は
ま
だ
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
。
正
岡
子
規
や
伊
藤
左
千
夫
が
僅
か
に
つ
か
っ
て
い
た
が
、
島

木
赤
彦
、
中
村
憲
吉
、
折
口
信
夫
ら
は
「
屈
折
」
を
使
わ
ず
「
曲
折
」
の
み
を
使
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
曲
折
」
が
一
般
的
で
あ
り
、「
屈

折
」
が
ま
だ
珍
し
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

茂
吉
は
『
柿
本
人
麿
』
の
な
か
に
鈴
木
虎
雄
の
言
を
引
い
て
い
る
。
鈴
木
虎
雄
は
漢
詩
の
起
承
転
結
の
「
転
」
を
「
極
め
て
急
角
度
の

屈
折
」
と
物
理
学
の
光
線
屈
折
の
意
で
比
喩
し
て
お
り
、
茂
吉
は
こ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
得
て

あ
し
ひ
き
の
山
河
の
瀬
の
響
る
な
べ
に
弓
月
が
嶽
に
雲
立
ち
わ
た
る

の
上
下
句
の
分
離
を
光
線
「
屈
折
」
に
喩
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
巻
七
・
一
〇
八
八
番
歌
の
上
の
句
（
聴
覚
の
世
界
）
を
物
質
Ａ
、

ま
た
下
の
句
（
視
覚
的
世
界
）
を
媒
質
の
異
な
る
別
の
物
質
Ｂ
に
置
き
換
え
、
光
（
意
）
が
Ａ
Ｂ
ふ
た
つ
の
物
質
を
通
る
と
き
、
そ
れ
ぞ

れ
の
媒
質
の
違
い
に
よ
り
「
屈
折
」
を
お
こ
し
、
結
果
と
し
て
急
角
度
に
曲
が
る
と
考
え
た
、
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
「
な
へ
に
」
で

わ
ず
か
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
茂
吉
は
こ
れ
を
「
屈
折
」
と
呼
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
茂
吉
は
、
前
時
代
に
腰
折
れ
句
と
言
わ
れ
か

ね
な
か
っ
た
歌
に
プ
リ
ズ
ム
の
悪
戯
の
よ
う
な
美
を
見
出
し
た
。
こ
の
科
学
的
な
発
想
は
彼
自
身
が
医
師
で
あ
り
、
科
学
的
な
志
向
を

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
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持
っ
て
い
た
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
茂
吉
は
こ
の
歌
の
か
た
ち
に
学
ん
で

の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
足
乳
根
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り

を
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
歌
の
意
は
、
塚
本
邦
雄
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
梁
の
煤
け
た
横
木
に
造
っ
た
巣
の
外
で
、
間
な
く
暇

な
く
鳴
き
交
わ
す
雌
雄
の
燕
の
、
可
憐
に
し
て
無
気
味
な
生
の
営
み
と
、
除
外
例
な
き
死
に
直
面
し
、
刻
刻
と
滅
び
つ
つ
あ
る
母
」
で
あ

る
。
屋
梁
に
い
る
二
羽
の
の
ど
赤
き
玄
鳥
と
死
に
ゆ
く
母
に
は
、
本
来
何
の
関
係
も
な
い
が
、「
て
」
の
一
語
で
つ
な
が
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
「
て
」
は
、
先
の
万
葉
集
巻
七
・
一
〇
八
八
番
歌
の
「
な
へ
に
」
と
同
様
に
、「
事
態
が
同
時
に
並
行
し
進
行
す
る
意
を
表
す

接
続
詞
の
役
割
」
を
す
る
。
こ
の
上
の
句
と
下
の
句
は
別
々
な
が
ら
、「
て
」
が
わ
ず
か
に
つ
な
い
で
い
る
。
即
ち
、
光
に
喩
え
た
意
は
、

媒
質
Ａ
（
屋
梁
に
い
る
二
羽
の
の
ど
赤
き
玄
鳥
＝
生
命
感
あ
ふ
れ
る
世
界
）
か
ら
、
媒
質
Ｂ
（
死
に
ゆ
く
母
＝
死
の
世
界
）
へ
入
る
時
に
屈
折
を

お
こ
し
、
急
角
度
に
曲
が
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

た
た
か
ひ
は
上
海
に
起
り
居
た
り
け
り
鳳
仙
花
の
紅
く
散
り
ゐ
た
り
け
り

が
あ
る
。
こ
れ
は
万
葉
集
巻
七
・
一
〇
八
七
番
歌
、

痛
足
河
河
浪
立
ち
ぬ
巻
目
の
由
槻
が
岳
に
雲
居
立
て
る
ら
し

に
近
い
か
た
ち
で
あ
る
。
①
河
波
が
た
っ
た
、
②
雲
が
立
た
よ
う
だ
、
と
い
う
ふ
た
つ
の
こ
と
が
ら
を
つ
な
ぐ
接
続
詞
が
な
い
。
し
か
し
、

鈴
木
虎
雄
の
漢
詩
の
「
転
」
を
急
角
度
の
光
線
屈
折
と
す
る
理
論
か
ら
い
く
と
、
こ
れ
も
ま
た
「
屈
折
」
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
茂
吉
が
万
葉
集
の
声
調
に
見
出
し
た
「
屈
折
」
は
、
彼
自
身
の
歌
に
応
用
さ
れ
、
い
ず
れ
も
当
時
と
し
て
は
新
時
代
の

斬
新
な
歌
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
後
の
時
代
の
多
く
の
歌
人
に
も
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
。
茂
吉
が
万
葉
集
か
ら
学
ん
だ
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「
屈
折
」
の
声
調
は
、
お
よ
そ
百
年
の
年
月
を
越
え
た
現
代
も
短
歌
の
な
か
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

※
万
葉
集
お
よ
び
古
典
作
品
の
本
文
は
、
正
岡
子
規
、
伊
藤
左
千
夫
、
斎
藤
茂
吉
の
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
、
表
記
に
従
っ
た
。

注
（
１
）
伝
御
子
左
忠
家
筆
本
『
和
歌
體
十
種
』
書
藝
文
化
新
社

一
九
九
一
年

（
２
）
本
居
宣
長
著
『
玉
勝
間
』
岩
波
文
庫

一
九
七
八
年

（
３
）
市
川
安
司
、
遠
藤
哲
夫
著
『
荘
子
下
』
新
釈
漢
文
大
系
８

明
治
書
院

一
九
六
七
年

（
４
）
山
田
勝
実
著
『
論
衡
』
新
釈
漢
文
大
系
68

明
治
書
院

一
九
七
六
年

（
５
）
吉
川
忠
夫
注
『
後
漢
書
』
吉
川
忠
夫
編

岩
波
書
店

二
〇
〇
五
年

（
６
）
笑
雲
清
三
編
『
四
河
入
海
』
巻
八
之
二

六
十
三

慶
長
元
和
年
間

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

（
７
）『
明
六
雑
誌
』
下

岩
波
文
庫

二
〇
〇
九
年

（
８
）
竒
児
著
、
志
筑
忠
雄
訳
『
暦
象
新
書
』
一
六
三
三
年
序
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
）

（
９
）
青
池
林
宗
述
『
氣
海
観
瀾
』
芳
滸
園
、
一
八
二
七
年
序
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
）

（
10
）
川
本
裕
幸
訳
述
『
氣
海
観
瀾
廣
義
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
）

（
11
）
片
山
淳
吉
著
『
物
理
階
梯
』
文
部
省

一
八
七
六
年
（
国
立
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

（
12
）
川
本
清
一
訳
述
『
士
都
華
氏
物
理
学
』
東
京
大
学
理
学
部

一
八
七
九
年
（
国
立
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

（
13
）
正
岡
子
規
著
『
俳
諧
大
要
』
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）
一
九
五
五
年
（
明
治
二
十
九
年
草
稿
）

（
14
）
正
岡
子
規
著
「
古
池
の
句
の
弁
」『
俳
諧
大
要
』
岩
波
文
庫

一
八
三
頁

斎
藤
茂
吉
の
物
理
学
的
声
調
「
屈
折
」（
田
中
）
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（
15
）
正
岡
子
規
著
「
曙
覧
の
歌
」
新
聞
「
日
本
」
一
八
九
九
年
四
月
二
十
二
日

（
16
）
正
岡
子
規
著
『
俳
人
蕪
村
』『
俳
諧
大
要
』
岩
波
文
庫

一
〇
一
頁

一
九
八
三
年

（
17
）
伊
藤
左
千
夫
著
『
伊
藤
左
千
夫
選
集
』
第
二
巻
（
歌
論
篇
）
斎
藤
茂
吉
、
土
屋
文
明
共
編

青
磁
社

一
九
四
九
年

（
18
）
鈴
木
虎
雄
訳
注
『
続
国
訳
漢
文
大
成
』
第
二

第
四
巻

国
民
文
庫
刊
行
会
編

一
九
五
七
年

（
19
）
黒
川
洋
一
注
「
中
国
詩
人
選
集
第
９
巻
『
杜
甫
』
上
」
岩
波
書
店

一
九
五
七
年
十
二
月
二
十
日

（
20
）
斎
藤
茂
吉
著
『
作
歌
四
十
年
』
一
九
四
二
年
執
筆
（
一
九
七
七
年
五
月
筑
摩
書
房
よ
り
刊
行
）

（
21
）
塚
本
邦
雄
著
『
茂
吉
秀
歌
「
赤
光
」
百
首
』
塚
本
邦
雄
著

文
芸
春
秋

一
九
七
七
年

（
22
）
折
口
信
夫
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
十
五
巻

中
央
公
論
社

一
九
六
七
年

（
23
）
北
原
白
秋

歌
集
『
桐
の
花
』
／
「
秋
思
五
章
」
扉
絵
／
東
雲
堂

一
九
一
三
年
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
）

（
た
な
か

の
り
こ
・
歌
人
・
近
畿
大
学
非
常
勤
講
師
）
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