
　
　
　

近
世
期
の
十
牛
図
に
関
す
る
韻
文
の
諸
相

伊
　
藤
　
　
達
　
氏　

　
　
　
は
じ
め
に

　
　

本
紀
要
第
二
十
一
号
に
「
十
牛
図
を
め
ぐ
る
和
歌
」
と
題
し
、五
山
版
『
五
味
禅
』『
四
部
録
』
収
録
の
「
十
牛
図
」
に
は
見
え
な
か
っ

た
近
世
期
の
版
本
に
付
さ
れ
る
和
歌
二
十
首
（
各
図
二
首
）
に
つ
い
て
、
小
序
・
廓
庵
の
頌
及
び
石
鼓
夷
と
壊
衲
璉
に
よ
る
二
首
の
和

韻
と
の
比
較
を
試
み
、
近
世
初
期
の
堂
上
歌
人
十
人
に
よ
る
「
十
牛
図
」
の
各
図
を
詠
じ
た
十
首
の
詠
作
に
つ
い
て
触
れ
た
。
続
い
て

第
二
十
二
号
に
「
月
坡
道
印
と
小
澤
蘆
庵
の
「
十
牛
図
」」
と
題
し
、
曹
洞
宗
の
僧
月
坡
道
印
（
一
六
三
七
～
一
七
一
六
）
に
よ
る
『
う

し
か
ひ
草
』（
寛
文
八
年
序
・
同
九
年
刊
）
と
小
澤
蘆
庵
（
一
七
二
三
～
一
八
〇
一
）
に
よ
る
版
本
掲
載
歌
に
対
す
る
批
評
及
び
歌
意
不

審
の
歌
に
つ
い
て
新
た
に
詠
作
を
試
み
て
い
る
こ
と
を
見
た
。『
う
し
か
ひ
草
』
は
仮
名
草
子
の
一
書
で
あ
り
、
和
文
と
和
歌
か
ら
構
成

さ
れ
、
完
全
に
和
風
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
特
質
が
あ
る
。
貧
農
の
子
が
父
か
ら
譲
り
受
け
た
牛
を
無
く
し
て
し
ま
う
こ
と
を
物
語
の

発
端
と
し
、
そ
の
牛
を
探
し
求
め
、
飼
い
馴
ら
し
、
帰
郷
、
大
悟
し
市
井
に
赴
く
ま
で
を
描
く
。
内
容
は
廓
庵
「
十
牛
図
」
の
趣
意
に

よ
る
も
の
の
、
二
章
を
新
た
に
設
け
全
十
二
章
か
ら
成
り
、
各
三
章
を
四
季
に
配
当
し
、
文
章
は
当
該
季
節
の
描
写
に
多
く
を
充
て
な
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が
ら
人
物
の
心
境
を
語
る
。「
十
牛
図
」
の
趣
意
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
仏
教
の
用
語
を
用
い
ず
に
、
そ
の
趣
意
を
和
文
・
和
歌
の
国
風
の

ス
タ
イ
ル
を
以
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
前
後
の
作
品
に
な
い
独
創
が
あ
る
。
蘆
庵
の
そ
れ
は
自
筆
本
家
集『
六
帖
詠
藻
』（
静

嘉
堂
文
庫
蔵
）
に
記
さ
れ
て
お
り
、
版
本
掲
載
歌
を
批
評
し
、
と
き
に
自
詠
を
付
し
て
お
り
、
近
世
期
の
歌
人
に
よ
る
版
本
掲
載
歌
全

歌
に
対
す
る
唯
一
の
批
評
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
そ
の
批
評
に
は
蘆
庵
の
歌
論
を
補
完
す
る
言
葉
も
あ
り
、
蘆
庵
の
和
歌
に
対
す
る
姿

勢
が
垣
間
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
稿
は
右
記
の
拙
稿
に
続
く
も
の
で
あ
る
が
、前
二
号
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ

た
近
世
期
の
「
十
牛
図
」
に
関
す
る
詩
歌
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
一
、
叢
書
類
収
録
の
「
十
牛
図
」
に
よ
る
詠
歌
　

　
「
十
牛
図
」
に
関
す
る
作
品
は
当
然
の
こ
と
漢
詩
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
寛
永
六
年
版
本
に
初
め
て
各
図
二
首
の
和
歌
が

付
さ
れ
て
い
る
の
が
和
様
化
の
始
ま
り
で
あ
る
。
但
し
、
川
瀬
一
馬
氏
に
よ
っ
て
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
の
室
町
中
期
か
ら
末
期
の
古

写
本
『
四
部
録
』
所
収
の
「
十
牛
図
」
に
各
図
一
首
の
和
歌
が
挿
絵
の
上
に
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る（
１
）。

一
部
語

句
に
異
同
の
存
す
る
歌
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
内
八
首
が
版
本
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る（
２
）。
川
瀬
氏
の
報
告
に
よ
り
「
十
牛
図
」
に
よ

る
詠
歌
は
室
町
中
期
か
ら
末
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
作
者
未
詳
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
八
首
が
版
本
に
導
入
さ

れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
一
方
、五
山
の
僧
侶
に
よ
る
詩
作
は
一
山
一
寧（
一
二
四
七
～
一
三
一
七
）の「
和
十
牛
圖
并
序
」（『
一

山
國
師
妙
慈
弘
濟
大
師
語
』
南
北
朝
期
刊
）、
竜
湫
周
沢
（
一
三
〇
八
～
一
三
八
八
）
の
「
十
牛
」（『
隨
得
集
』）
が
存
し
て
お
り
、
近

世
期
に
は
黄
檗
宗
の
高
泉
性
潡
に
全
図
を
賦
し
た
作
が
あ
る
。
室
町
期
に
臨
済
宗
を
中
心
に
広
ま
っ
た
「
十
牛
図
」
で
は
あ
る
が
、
漢

詩
及
び
和
歌
の
詠
作
は
多
く
は
な
い
。
和
歌
に
お
い
て
作
者
名
が
明
ら
か
な
全
図
に
対
す
る
詠
歌
は
前
記
の
近
世
初
期
堂
上
歌
人
十
人
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に
よ
る
詠
作
（
寛
文
五
年
詠
）
が
最
古
で
あ
る
。
以
降
は
「
十
牛
図
」
全
図
に
対
す
る
作
者
名
記
載
の
詠
作
は
な
く
、
前
述
の
蘆
庵
の

版
本
掲
載
歌
の
批
評
及
び
一
部
の
図
に
自
詠
が
存
す
る
の
み
で
あ
る（
３
）。

が
、
作
者
未
詳
の
「
十
牛
図
」
に
よ
る
詠
歌
は
二
種
が
叢
書
類

に
存
す
る
。
一
種
は『
歌
書
』（
内
閣
文
庫
蔵
）な
ど
の
和
歌
の
叢
書
類
に
収
録
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、四
種
の
写
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

二
種
は
『
百
ひ
ゃ
く
じ
ゅ
ん
し
ゅ
う

鶉
集
』
収
録
の
も
の
で
あ
り
、当
該
本
の
み
に
存
す
る
詠
歌
で
あ
る
。
両
種
と
も
に
和
歌
を
中
心
に
し
た
叢
書
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
二
種
の
「
十
牛
図
」
に
よ
る
詠
歌
が
作
者
未
詳
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
項
で
は
ま
ず
『
歌
書
』
以
下
に
収
録
さ
れ
る

詠
歌
を
見
る
。

　

始
め
に
一
種
目
の
諸
本
を
掲
出
す
る
。

「
十
牛
歌
」（『
歌
書
』
写
一
冊
。
天
和
二
年
写
。
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
。
請
求
記
号
、201-390

）

「
十
牛
之
圖
哥
」（『
待
需
抄
』
写
一
冊
〈
全
一
七
冊
〉。
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。
請
求
記
号
、266

・4

）

「
十
牛
歌
」（『
先
代
御
便
覧
』
写
一
冊
〈
全
二
八
冊
〉。
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。
請
求
記
号
、265

・1113

）

「
十
牛
之
圖
歌
」（『
数
量
和
歌
』
写
一
冊
。
嘉
永
七
年
写
。
歴
博
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
蔵
。
請
求
記
号
、H-600-1475

）

全
て
写
本
。『
歌
書
』の
書
写
年
代
は
天
和
二
年（
一
六
八
二
）で
あ
り
、当
該
詠
歌
は
近
世
前
期
に
存
し
て
い
た
。『
待
需
抄
』『
先
代
御
便
覧
』

は
近
世
中
期
の
書
写
だ
が
、
四
写
本
と
も
に
和
歌
に
関
す
る
叢
書
で
あ
り
、
そ
の
中
の
一
種
の
詠
歌
と
し
て
収
録
さ
れ
る
。
当
該
詠
歌

を
『
歌
書
』
に
よ
っ
て
翻
字
す
る
が
、
他
の
写
本
と
の
主
な
異
同
は
（
）
に
お
い
て
示
す（
４
）。

な
お
四
写
本
と
も
に
「
尋
牛
」
以
下
の
題

目
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
一

　
　

名
の
み
し
て
ま
だ
み
ぬ
牛
も
つ
な
ぐ
べ
き
こ
ゝ
ろ
ざ
し
こ
そ
道
し
る
べ
な
れ

　
　
（
一
―
第
一
〈
待
需
抄
・
数
量
和
歌
〉
以
下
同
。）
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「
尋
牛
」
の
歌
。
名
ば
か
り
で
い
ま
だ
見
え
な
い
牛
を
つ
な
ご
う
と
す
る
素
心
が
牛
を
探
し
出
す
道
標
で
あ
る
と
詠
む
。「
牛
も
つ
な

ぐ
べ
き
」の
詞
は
壊
衲
璉
の
和
韻
の
転
句「
手
把
鼻
頭
同
歸
客（
手
に
鼻
頭
を
把
っ
て
同
じ
く
帰
る
客
）」と
通
底
す
る
。
版
本
掲
載
歌
は
、

　
　

尋
行
深
山
の
牛
は
見
え
ず
し
て
（
た
ゞ
）
空
蟬
の
声
の
ミ
ぞ
す
る

　
　
た
づ
ね
入
牛
こ
そ
ミ
え
ね
夏
山
の
梢
に
蟬
の
声
ば
か
り
し
て（
５
）

と
あ
り
、
夏
の
茫
洋
と
し
た
山
に
蟬
の
声
だ
け
が
聞
こ
え
る
と
し
、
牛
の
い
る
で
あ
ろ
う
山
の
情
景
を
詠
む
が
、
当
該
歌
は
牛
を
探
し

求
め
る
牧
人
の
素
心
を
趣
向
と
す
る
。

　
　
　
　
二

　
　
ふ
ミ
過
し
跡
か
と
た
づ
ね
も
と
む
れ
バ
猶
草
ふ
か
き
太
山
べ
の
里

　
「
見
跡
」
の
歌
。
牛
の
踏
み
過
ぎ
た
跡
は
な
い
か
と
探
し
求
め
る
が
、
依
然
と
し
て
草
の
生
い
茂
る
深
山
の
里
を
彷
徨
し
て
い
る
と
詠

む
。
牛
の
足
跡
・
草
深
い
山
奥
の
イ
メ
ー
ジ
は
廓
庵
の
頌
、

　
　

水
邊
林
下
跡
偏
多　
　

水
辺
の
林
下　

跡
偏
え
に
多
し　

　
　

芳
草
離
披
見
也
麼　
　

芳
草
離
披
た
り　

見
る
や
也ま

た
い
な
や

　
　

縱
是
深
山
更
深
處　
　

縦
い
是
れ
深
山
の
更
に
深
き
処
な
る
も

　
　

遼
天
鼻
孔
怎
藏
他　
　

遼
天
た
る
鼻
孔　

怎
ぞ
他
を
蔵
さ
ん

と
通
底
す
る
。
当
該
図
は
小
序
に
経
典
を
読
み
教
導
に
よ
り
法
門
の
入
り
口
に
さ
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
格
的
な
修
行
の
手

が
か
り
を
得
た
段
階
と
さ
れ
る
。版
本
掲
載
歌
の
二
首
目
は「
お
ぼ
つ
か
な
心
づ
く
し
に
た
づ
ぬ
れ
ば
行
ゑ
も
し
ら
ぬ
う
し
の
あ
と
か
な
」

と
牛
の
姿
は
未
だ
発
見
で
き
て
い
な
い
が
そ
の
足
跡
を
目
に
し
た
こ
と
を
詠
み
、
下
句
は
二
首
と
も
に
牛
そ
の
も
の
を
見
つ
け
出
せ
ず

思
い
あ
ぐ
ね
る
心
境
を
表
し
て
い
る
。
前
記
の
堂
上
歌
人
の
歌
は
、
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行
ゑ
猶
ま
よ
は
ゞ
う
し
や
遠
か
ら
ぬ
法
の
教
の
あ
と
ゝ
み
な
が
ら（
６
）（
見
跡
牛
・
時
量
〔
平
松
〕）

と
詠
ま
れ
る
。
牛
の
足
跡
を
仏
法
に
喩
え
て
詠
じ
て
お
り
、
当
該
歌
及
び
版
本
掲
載
歌
よ
り
も
釈
教
性
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
三

　
　
一
す
ぢ
に
も
と
め
ん
と
お
も
ふ
心
よ
り
ほ
の
か
に
牛
の
影
ハ
見
え
け
る

　
　
（
も
と
め
ん
と
―
も
と
む
と
〈
待
需
抄
・
先
代
御
便
覧
〉）

　
「
見
牛
」
の
歌
。
一
途
に
牛
を
希
求
す
る
心
に
よ
り
か
す
か
に
牛
の
姿
を
捉
え
た
。「
牛
の
影
」
の
詞
は
石
鼓
夷
の
和
韻
の
起
句
に
「
識

得
形
容
認
得
聲
（
形
容
を
識
得
し
声
を
認
得
す
）」
と
あ
る
「
形
容
」（
牛
の
姿
）
と
通
底
す
る
。
版
本
掲
載
歌
の
一
首
目
は
趣
意
・
措

辞
と
も
に
廓
庵
の
頌
に
よ
る
こ
と
を
前
々
号
に
お
い
て
指
摘
し
た
が
、
二
首
目
は
「
吼
け
る
を
し
る
べ
に
し
つ
ゝ
あ
ら
う
し
の
か
げ
ミ
る

ほ
ど
に
た
づ
ね
来
に
け
り
」と
あ
る
。
牛
の
姿
と
咆
哮
を
一
首
に
詠
み
込
む
が
、当
該
歌
は
上
句
の
一
途
な
牛
へ
の
思
い
に
比
重
が
あ
る
。

　
　
　
　
四

　
　
こか
歟

ふ
ほ
ど
も
ま
だ
あ
ら
牛
の
つ
な
ひ
き
に
え
ざ
る
さ
き
よ
り
ま
ど
ひ
ぬ
る
哉

　
　
（
こ
ふ
―
か
ふ
〈
待
需
抄
・
数
量
和
歌
〉）

　
「
得
牛
」
の
歌
。
飼
い
馴
ら
そ
う
と
し
て
綱
を
引
く
も
の
の
荒
牛
は
抗
い
従
わ
ず
、
自
己
の
も
の
に
で
き
ず
に
途
方
に
く
れ
る
さ
ま
を

詠
む
。「
あ
ら
牛（
荒
牛
）」「
つ
な
ひ
き（
綱
引
き
）」の
詞
に
よ
っ
て
未
だ
容
易
に
は
馴
致
し
な
い
牛
の
抵
抗
を
表
し
、「
ま
と
ひ
ぬ
る
哉（
惑

ひ
ぬ
る
哉
）」
で
牧
人
の
心
境
を
表
出
す
る
。
版
本
掲
載
歌
の
二
首
目
は
「
と
り
得
て
も
な
に
か
と
お
も
ふ
あ
ら
う
し
の
縄
引
ほ
ど
に
心

つ
よ
さ
よ
」
と
あ
り
、「
あ
ら
う
し
」「
縄
引
」
が
当
該
歌
と
一
致
し
、趣
向
も
同
じ
く
す
る
。
小
序
に
は
「
…
…
頑
心
尚
勇
、野
性
猶
存
、

欲
得
純
和
、
必
加
鞭
撻
（
頑
心
尚
お
勇
み
、
野
性
猶
お
存
す
、
純
和
を
得
ん
と
欲
せ
ば
、
必
ず
鞭
撻
を
加
え
よ
）」
と
あ
り
、
当
該
図

は
牛
と
牧
人
の
葛
藤
を
主
題
と
す
る
。
当
該
歌
の
上
句
は
野
性
を
内
在
さ
せ
る
荒
牛
、
下
句
で
は
牧
人
の
心
境
が
表
わ
さ
れ
る
。
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五

　
　
か
ひ
な
れ
て
静
に
み
ゆ
る
牛
な
れ
ど
は
な
さ
じ
と
す
る
つ
な
ハ
く
る
し
き

　
「
牧
牛
」
の
歌
。
漸
く
牧
人
に
馴
化
し
静
か
に
な
っ
た
牛
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
気
を
緩
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
放
す
ま
い
と
す
る
そ
の

綱
が
苦
し
い
と
詠
む
。
小
序
に
は
「
…
…
由
覺
故
以
成
眞
、
在
迷
故
而
爲
妄
、
不
唯
由
境
有
、
唯
自
心
生
、
鼻
索
牢
牽
、
不
容
擬
議
（
覚

り
に
由
る
が
故
に
以
っ
て
真
と
成
る
、
迷
い
に
在
る
が
故
に
妄
と
為
す
、
唯
だ
境
に
由
る
こ
と
有
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
唯
だ
自
心
よ
り

生
ず
、
鼻
索
牢
く
牽
い
て
、
擬
議
を
容
れ
ず
）」
と
あ
り
、
未
だ
修
行
の
途
次
で
あ
り
迷
い
が
あ
る
た
め
に
迷
妄
が
現
わ
れ
、
た
め
ら
わ

ず
牛
の
綱
を
引
き
締
め
よ
と
す
る
。
二
首
の
和
韻
は
牛
が
牧
人
に
馴
化
し
奔
放
な
行
い
を
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
詠
じ
る
が
、
廓
庵
の

頌
の
起
句
・
承
句
に
は
「
鞭
索
時
時
不
離
身　

恐
伊
縱
歩
入
埃
塵
（
鞭
索
時
時
身
を
離
れ
ず　

恐
ら
く
は
伊か
れ

が
歩
を
縦
ほ
し
い
ま
まに

し
て
埃
塵

に
入
ら
ん
こ
と
を
）」
と
あ
り
、
牛
に
対
し
て
未
だ
警
戒
せ
よ
と
す
る
。
版
本
掲
載
歌
の
二
首
は
石
鼓
夷
と
壊
衲
璉
の
和
韻
に
趣
向
を
同

じ
く
す
る
が（
７
）、
当
該
歌
は
廓
庵
の
頌
と
起
句
・
承
句
に
通
底
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　

六

　
　
わ
が
牛
と
の
り
え
て
笛
に
な
く
さ
ま
ハ
お
も
ほ
え
ず
し
も
道
や
ま
ど
ハ
ん

　
「
騎
牛
帰
家
」
の
歌
。
牛
を
自
身
の
も
の
と
し
、
背
に
乗
る
牧
人
の
吹
く
笛
に
合
わ
せ
て
牛
が
声
を
上
げ
、
も
う
迷
い
の
道
に
入
る
こ

と
は
な
い
と
詠
む
。「
の
り
」
に
「
乗
り
」
と
「
法
」
を
掛
け
る
。「
笛
」
の
詞
は
小
序
に
「
吹
兒
童
之
野
曲
（
児
童
の
野
曲
を
吹
く
）」

と
あ
り
、
頌
の
起
句
・
承
句
に
「
騎
牛
迤
邐
欲
還
家　

羗
笛
聲
聲
送
晩
霞
（
牛
に
騎
っ
て
迤い

り邐
と
し
て
家
に
還
ら
ん
と
欲
す　

羗
笛
声

声
晩
霞
を
送
る
）」
と
あ
る
。
石
鼓
夷
の
和
韻
の
承
句
に
も
「
旋
吹
桐
角
出
煙
霞
（
旋や
や

も
す
れ
ば
桐
角
を
吹
い
て
煙
霞
を
出
づ
）」
と
笛

を
吹
く
と
い
う
語
句
が
あ
る
。
五
山
版
・
近
世
開
版
の
当
該
図
に
は
必
ず
牛
の
背
に
乗
り
笛
を
吹
く
牧
人
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
意

匠
に
よ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
版
本
掲
載
歌
及
び
堂
上
歌
人
の
詠
歌
に
も
笛
は
詠
ま
れ
て
お
ら
ず
、
頌
と
石
鼓
夷
の
和
韻
に
基
づ

七
八



く
も
の
で
あ
ろ
う（
８
）。

　
　
　
　

七　

　
　
か
ひ
馴
し
う
し
さ
へ
は
な
つ
宿
な
れ
バ
さ
し
入
月
も
く
ま
な
か
り
け
るり
歟

　
　
（
く
ま
な
か
り
け
る
―
く
ま
な
か
り
け
り
〈
待
需
抄
・
数
量
和
歌
〉）

　
「
忘
牛
存
人
」（
到
家
忘
牛
）
の
歌
。
苦
労
し
て
捕
え
飼
い
馴
ら
し
た
牛
を
解
き
放
ち
、
お
の
が
家
に
は
月
光
が
隅
々
ま
で
照
ら
し
出

し
て
い
る
、
と
詠
む
。
当
該
図
で
は
す
で
に
牛
の
存
在
は
な
く
な
り
、
そ
れ
ま
で
仮
象
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
た
牛
と
い
う
自
己
の
本

心
と
一
如
と
な
っ
た
段
階
で
あ
る
。
小
序
に
は
法
―
真
理
―
が
二
つ
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
牛
を
一
時
の
テ
ー
マ
に
し
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
る
が
、
本
歌
の
「
さ
し
入
月
」
と
い
う
措
辞
は
頌
と
和
韻
二
首
に
は
な
い
。
小
序
後
半
に
は
「
…
…
如
金
出
鑛
、
似
月
離
雲
、
一
道

寒
光
、
威
音
劫
外
（
金
の
鉱
よ
り
出
る
が
如
く
、
月
の
雲
を
離
る
る
に
似
た
り
、
一
道
の
寒
光
、
威
音
劫
外
）」
と
あ
り
、
比
喩
と
し
て

の
月
が
雲
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
と
、
一
筋
の
「
寒
光
」（
月
光
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
当
該
図
の
挿
絵
を
見
る
と
、
一
部
の
五
山
版
、
近

世
期
開
版
の
も
の
に
は
山
上
に
月
が
描
か
れ
て
お
り
、
漸
く
牛
と
の
関
係
が
終
わ
り
安
ら
い
だ
心
境
の
牧
人
の
姿
を
写
す
が
、
そ
の
イ

メ
ー
ジ
と
一
致
す
る
。
当
該
歌
が
挿
絵
を
形
象
し
た
か
は
と
も
か
く
、
月
の
イ
メ
ー
ジ
は
文
字
情
報
と
し
て
は
小
序
と
通
底
す
る
。

　
　
　
　
八

　
　

う
し
と
み
し
我
身
も
月
も
む
か
し
に
て
夢
さ
め
ぬ
れ
バ
同
じ
半
天

　
「
人
牛
倶
忘
」
の
歌
。
当
該
図
は
前
図
の
牛
を
忘
却
し
た
こ
と
に
続
き
自
己
も
ま
た
滅
し
、
悟
り
の
境
位
を
も
無
に
し
た
段
階
と
さ

れ
る
。「
憂
し
」
と
認
識
し
て
い
た
自
己
も
法
の
象
徴
の
月
も
今
は
な
く
、
夢
か
ら
覚
め
て
み
る
と
、
昨
日
ま
で
の
空
と
同
じ
で
あ
る
と

す
る
。
挿
絵
は
五
山
版
・
近
世
開
版
と
も
に
円
相
は
空
白
で
あ
る
。
趣
意
は
廓
庵
の
頌
の
起
句
・
承
句
の
「
鞭
索
人
牛
盡
屬
空　

碧
天

遼
濶
信
難
通
（
鞭
索
人
牛
尽
く
空
に
属
す　

碧
天
遼
濶
と
し
て
信
通
じ
難
し
）」
と
通
底
す
る
。

七
九



　
　
　
　

九

　
　

故
郷
へ
か
へ
り
き
た
れ
バ
人
も
な
く
む
め
か
ほ
り
ぬ
る
明
ぼ
の
ゝ
そ
ら

　
「
返
本
還
源
」
の
歌
。
当
該
図
は
本
源
に
還
り
万
物
を
あ
る
が
ま
ま
に
観
る
境
位
。
家
郷
に
は
人
の
姿
は
な
く
、
た
だ
暁
の
空
に
梅

の
香
り
が
馥
郁
と
漂
う
よ
う
す
を
詠
む
。
廓
庵
の
頌
、
壊
衲
璉
の
和
韻
に
「
花
」
と
は
あ
る
が
、
こ
こ
は
五
山
版
以
来
の
挿
絵
に
水
辺

に
咲
く
梅
の
花
が
描
か
れ
て
お
り
、
梅
の
語
は
挿
絵
に
想
を
得
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
梅
は
禅
語
と
関
係
が
深
く
万
物
の
本
源

に
還
る
と
い
う
当
該
図
の
趣
意
を
詠
む
の
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、第
一・二
句
の
家
郷
へ
帰
り
着
く
と
い
う
措
辞
は
「
忘

牛
存
人
」
に
適
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
源
を
故
郷
に
見
立
て
て
下
句
で
人
為
を
超
え
た
自
然
の
あ
る
が
ま
ま
の
実
相
を
表
し
て

い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
　
　
　

十

　
　

梅
か
ほ
る
軒
端
の
風
も
吹
た
え
て
月
夜
も
や
み
も
し
ら
ぬ
む
さ
ゝ
び

　
　
　
（
吹
た
え
て
―
吹
さ
え
て
〈
待
需
抄
・
数
量
和
歌
〉）

　
「
入
鄽
垂
手
」
の
歌
。
前
掲
歌
に
続
き
梅
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
下
句
は
月
明
か
り
の
夜
も
暗
闇
の
夜
に
も
関
わ
ら
な
い
む
さ
さ
び
を
詠

じ
る
が
難
解
で
あ
る
。
む
さ
さ
び
が
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
萬
葉
集
に
三
首
、
中
世
期
の
類
題
集
、
私
家
集
に
散
見
さ
れ

る
程
度
で
あ
る
。
萬
葉
歌
で
は
二
首
は
猟
師
・
人
に
捕
獲
さ
れ
る
む
さ
さ
び
、
一
首
は
鳥
を
捕
え
よ
う
と
梢
で
ひ
た
す
ら
機
会
を
窺
う

む
さ
さ
び
の
よ
う
に
恋
の
思
い
に
痩
せ
て
ゆ
く
作
者
の
姿
が
比
喩
的
に
詠
ま
れ
て
い
る（
９
）。

中
世
期
の
そ
れ
は
、
夜
更
け
に
鳴
き
声
を
立

て
る
さ
ま
を
詠
む
歌
が
多
く
、
暗
闇
と
鳴
き
声
の
組
み
合
わ
せ
で
詠
ま
れ
る）
（1
（

。
本
歌
は
お
そ
ら
く
巣
に
籠
る
む
さ
さ
び
の
よ
う
に
、
明

暗
の
い
ず
れ
に
も
与
か
ら
な
い
境
位
を
表
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
和
歌
か
ら
視
点
を
詩
に
移
し
て
み
る
と
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に
「
夜
鶴

眠
驚
松
月
苦　

暁
鼯
飛
落
峡
煙
寒
（
夜
の
鶴
眠
り
驚
き
て
松
月
苦
め
り
、暁
の
鼯
飛
び
落
ち
て
峡
煙
寒
し）
（（
（

。）」（
雑・山
）、『
新
撰
朗
詠
集
』

八
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に
「
四
禅
夜
闌　

暁
鼯
飛
而
山
月
曙　

三
昧
秋
暮　

霜
猨
叫
而
峡
煙
深
（
四
禅
夜
闌
け
ぬ　

暁
鼯
飛
ん
で
山
月
曙
け
ぬ　

三
昧
秋
暮

れ
ぬ　

霜
猨
叫
ん
で
峡
煙
深
し）
（1
（

）」（
雑
「
山
寺
」・
金
峰
山
願
文　

江
都
督
）
と
あ
る
が
、
二
首
と
も
に
暁
時
に
む
さ
さ
び
が
飛
ぶ
よ

う
す
を
詠
む
。『
新
撰
朗
詠
集
』
の
語
句
に
「
四
禅
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
初
期
仏
教
に
説
か
れ
る
禅
定
の
こ
と
で
あ
り
無
念
無
想
の
状

態
を
言
う
。
柳
澤
一
郎
氏
の
解
釈
の
よ
う
に
僧
が
夜
瞑
想
の
修
行
を
し
て
い
る
情
景
を
詠
じ
て
い
る）
（1
（

。
当
該
歌
の
よ
う
に
む
さ
さ
び
が

禅
や
宗
教
的
境
位
を
表
し
た
例
は
な
く
、
こ
の
語
は
唐
突
の
感
も
あ
る
が
、
前
歌
に
続
い
て
詠
ま
れ
て
い
る
梅
の
香
り
を
誘
う
風
も
吹

き
止
み
、
妄
動
す
る
こ
と
の
な
い
境
地
を
詠
じ
た
と
捉
え
た
い
。

　

な
お
「
入
鄽
垂
手
」
は
巷
間
に
赴
き
人
々
を
教
化
し
済
度
す
る
と
い
う
趣
意
で
あ
る
。
小
序
・
頌
、
二
首
の
和
韻
に
は
異
形
の
姿
を

し
た
人
物
の
相
が
詠
わ
れ
て
い
る
が
、
歌
で
は
そ
の
こ
と
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
前
記
堂
上
歌
人
の
歌
は
「
心
な
き
を
の
が
心
の
ま
ゝ
と

な
る
市
に
い
づ
る
も
家
に
帰
る
も
」（
入
鄽
垂
〔
手
〕・
道
晃
）
と
あ
り
、
自
由
遊
戯
の
境
涯
を
表
現
し
、
当
該
図
の
人
物
を
主
体
に
し

て
詠
む）
（1
（

。
後
に
紹
介
す
る
も
う
一
種
の
叢
書
に
収
め
ら
れ
る
歌
も
人
物
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
版
本
掲
載
歌
の
一
首
目
、
古
写
本
『
四

部
録
』（
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
）
の
歌
も
人
物
の
境
涯
を
詠
む）
（1
（

。
当
該
歌
は
他
の
歌
の
趣
向
と
相
違
し
自
然
の
景
物
に
託
し
て
詠
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。

　

以
上
全
十
首
を
検
討
し
た
が
、
大
よ
そ
は
「
十
牛
図
」
各
図
の
趣
向
に
沿
っ
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
頌
・
和
韻
と
相
通
じ
る
が
、
第
十

図
は
そ
れ
ら
か
ら
離
れ
て
作
者
の
独
自
の
感
慨
が
詠
出
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
『
百
鶉
集
』
に
収
録
さ
れ
る
「
十
牛
圖
歌
」
に
よ
る
詠
歌
に
つ
い
て
見
る
。『
百
鶉
集
』（
写
本
・
全
二
二
冊
。
国
立
公
文
書
館

内
閣
文
庫
蔵
。
請
求
記
号
、217-3

）
は
江
戸
後
期
の
写
本
と
思
わ
れ
、
和
歌
・
有
職
故
実
・
漢
籍
の
注
解
・
仏
教
関
係
の
叢
書
で
あ
り
、

第
十
四
冊
に
当
該
詠
歌
が
収
録
さ
れ
る）
（1
（

。
今
回
の
調
査
で
は
内
閣
文
庫
所
蔵
の
当
該
本
以
外
の
他
書
に
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
参
照

す
べ
き
他
本
が
な
い
た
め
一
括
し
て
掲
出
す
る
。
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十
牛
圖
歌

　
　
　
　

尋
牛
第
一

　
　
キ
ク
バ
カ
リ
オ
モ
ヒ
タ
チ
デ
ヽ
山
ヘ
入
リ
ヨ
モ
ノ
路
ナ
キ
ア
ト
ヲ
タ
ヅ
ネ
ン

　
　
　
　

見
跡
第
二

　
　

草
フ
カ
ク
ワ
ケ
入
ル
ナ
カ
ニ
跡
ヲ
見
テ
コ
レ
ヤ
始
ノ
牛
ノ
ア
シ
ア
ト

　
　
　
　

見
牛
第
三

　
　

春
ク
レ
バ
ヨ
モ
ノ
草
木
モ
モ
ヱ
出
テ
イ
ヅ
ク
ナ
ル
ラ
ム
ナ
ニ
ト
ワ
ク
ベ
キ

　
　
　
　

得
牛
第
四

　
　

此
間
タ
ヅ
ネ
シ
牛
ニ
今
ア
ヒ
テ
ト
ル
モ
ト
ラ
レ
ズ
ヒ
ク
モ
ヒ
カ
レ
ズ

　
　
　
　

牧
牛
第
五

　
　

養
ヘ
バ
ハ
ヤ
ナ
レ
ソ
メ
シ
此
牛
ノ
ヨ
ロ
ヅ
ノ
ワ
ザ
ニ
ヌ
シ
ト
ナ
ル
カ
ナ

　
　
　
　

騎
牛
帰
家
第
六

　
　
ヒ
ロ
キ
野
ニ
牛
ニ
マ
カ
セ
テ
ノ
ル
ヌ
シ
ノ
行
モ
ト
マ
ル
モ
シ
サ
イ
ナ
ケ
レ
バ

　
　
　
　

忘
牛
存
人
第
七

　
　

山
里
ニノ

独ヒ
ト

リモ
　
カカ

ヨ
ハ
ン
ア
バ
ラ
ヤ
ニ
オ
モ
ハ
ズ
シ
ラ
ズ
イ
ネ
ム
リ
ゾ
ス
ル

　
　
　
　

人
牛
倶
忘
第
八

　
　

自
他
モ
ナ
ク
是
非
ノ
形
ヲ
ワ
ケ
ザ
レ
バ
タ
ヾ
ア
リ
ア
ケ
ノ
月
ニ
ム
カ
ヒ
テ

　
　
　
　

返
本
還
源
第
九
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花
ハ
咲
キ
柳
ハ
緑
ト
ナ
リ
ヌ
レ
バ
モ
ト
ノ
古
里
カ
ハ
ラ
ザ
リ
ケ
リ

　
　
　
　

入
鄽
垂
手
第
十

　
　

市
人
ニ
ア
ヒ
モ
ロ
ト
モ
ニ
タ
ハ
ブ
レ
テ
古
ヘ
今
ノ
笑
ヲ
ゾ
ス
ル

　

詞
の
様
相
で
は
「
シ
サ
イ
（
仔
細
）」（
騎
牛
帰
家
第
六
）、「
自
他
」「
是
非
」（
人
牛
倶
忘
第
八
）
と
い
う
漢
語
を
用
い
て
い
る
こ
と

に
注
目
さ
れ
る
。
版
本
掲
載
歌
及
び
『
う
し
か
ひ
草
』、
蘆
庵
の
自
詠
、
前
掲
の
歌
に
は
当
然
漢
語
は
詠
ま
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
二
図

の
趣
意
を
通
常
の
歌
で
は
詠
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
漢
語
を
用
い
直
截
に
当
該
図
の
趣
意
を
詠
み
表
そ
う
と
し
て
い
る
。「
自
他
」「
是
非
」

も
経
典
に
頻
出
す
る
語
で
あ
り
、仏
教
由
来
の
語
を
用
い
る
。ま
た「
イ
ネ
ム
リ
」（
忘
牛
存
人
第
七
）と
い
う
俗
語
、「
オ
モ
ヒ
タ
チ
デ
ヽ
」（
尋

牛
第
一
）
も
本
来
は
「
オ
モ
ヒ
タ
チ
イ
デ
ヽ
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
和
歌
の
通
常
の
体
か
ら
離
れ
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
道
歌
風
の
印
象

を
受
け
る
も
の
も
あ
る
。

　
「
尋
牛
第
一
」は
牧
人
が
牛
を
探
し
出
そ
う
と
す
る
場
面
だ
が
、初
句
は「
キ
ク
バ
カ
リ（
聞
ク
バ
カ
リ
）」と
あ
る
。
前
掲
の「
十
牛
歌
」

（『
歌
書
』）
は
初
句
「
名
の
み
し
て
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
牛
と
い
う
名
称
は
存
す
る
も
の
の
未
だ
目
に
し
て
い
な
い
実
体
と
し
て
の
牛
を

求
め
る
こ
と
を
詠
じ
て
い
た
が
、
当
該
歌
は
耳
に
し
て
い
る
の
み
の
「
牛
」
と
詠
む
。
版
本
掲
載
歌
以
下
、
当
該
図
の
歌
は
牛
を
詠
み

込
ん
で
い
る
が
本
歌
に
は
牛
は
詠
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
ど
こ
に
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
不
在
と
し
て
の
牛
が
強
調
さ
れ
る
。

　
「
見
跡
第
二
」
の
歌
は
草
深
い
中
を
分
け
入
り
、
は
じ
め
て
牛
の
足
跡
を
発
見
し
た
こ
と
を
詠
む
。
草
深
い
と
こ
ろ
で
牛
の
足
跡
を
発

見
す
る
趣
向
は
廓
庵
の
頌
の
起
句
・
承
句
「
水
邊
林
下
跡
偏
多　

芳
草
離
披
見
也
麼
（
水
辺
林
下
跡
偏
え
に
多
し　

芳
草
離
披
た
り

見
る
や
也
た
い
な
や
）」
と
通
じ
る
。
版
本
掲
載
歌
に
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、
一
首
目
は
「
深
山
」
が
詠
ま
れ
る
。
前
掲
叢
書
の
歌

も
下
句
に
「
猶
草
ふ
か
き
太
山
べ
の
里
」
と
あ
っ
た
。
当
該
歌
は
廓
庵
の
頌
と
通
じ
る
。

　
「
見
牛
第
三
」
の
歌
は
春
に
な
り
あ
た
り
の
草
木
が
芽
吹
い
て
お
り
、
牛
は
ど
こ
に
い
る
の
か
分
か
ら
ず
判
別
す
る
す
べ
も
な
い
、
と

八
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詠
む
。
春
の
情
景
を
詠
む
の
は
、
廓
庵
の
頌
の
起
句
・
承
句
「
黄
鸎
枝
上
一
聲
聲　

日
暖
風
和
岸
柳
青
（
黄
鸎
枝
上
一
声
声　

日
暖
か

に
風
和
し
て
岸
柳
青
し
）」
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二
首
の
和
韻
に
春
を
思
わ
せ
る
語
句
は
な
い
。
他
の
歌
と
相
違
す
る
点
は
版
本

掲
載
歌
以
下
に
は
牛
の
姿
を
見
出
し
た
こ
と
を
詠
む
が
、
当
該
歌
は
未
だ
牛
を
目
に
し
な
い
段
階
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
点
は
当
該
図
の
趣
意
と
相
反
す
る
。

　
「
得
牛
第
四
」
の
歌
に
お
い
て
、「
今
ア
ヒ
テ
」
と
は
じ
め
て
牛
を
見
出
し
た
こ
と
を
詠
む
。
小
序
の
「
久
埋
郊
外
、
今
日
逢
渠
（
久

し
く
郊
外
に
埋
も
れ
て
、
今
日
渠
に
逢
う
）」
に
よ
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
下
句
で
は
牛
を
我
が
物
に
す
る
た
め
に
格
闘
す
る
こ
と

が
詠
ま
れ
る
。
他
の
詠
歌
も
綱
を
強
く
引
き
牛
を
馴
致
さ
せ
る
こ
と
に
精
神
を
費
や
す
こ
と
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
堂
上
歌
人

の
詠
歌
で
は
、「
た
づ
ね
わ
び
ぬ
あ
は
れ
心
を
つ
く
し
う
し
ひ
き
た
る
綱
の
心
ゆ
る
す
な
」（
得
牛
・
資
清
〔
裏
松
〕）
と
あ
り）
（1
（

、「
つ
く
し

う
し
（
筑
紫
牛
）」
に
心
を
「
尽
く
し
」
の
意
を
言
い
掛
け
、
油
断
す
る
な
と
詠
む
。
当
該
歌
で
は
下
句
の
対
語
に
よ
っ
て
牛
と
格
闘
す

る
牧
人
の
姿
を
動
的
に
表
現
し
て
い
る
。

　
「
牧
牛
第
五
」
の
歌
は
完
全
に
牛
を
飼
い
馴
ら
し
た
こ
と
を
下
句
に
詠
み
表
す
。
一
方
、
前
掲
叢
書
の
歌
は
小
序
・
廓
庵
の
頌
と
通
じ

て
お
り
、
牛
に
対
し
て
依
然
と
し
て
警
戒
せ
よ
と
す
る
趣
意
と
一
致
し
て
い
た
。
こ
こ
は
石
鼓
夷
の
転
句
・
結
句
の
「
不
曾
犯
著
人
苗

稼　

來
往
空
勞
背
上
人
（
曽
て
人
の
苗
稼
を
犯
著
せ
ず　

来
往
空
し
く
背
上
の
人
を
労
す
）」
と
通
底
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お

版
本
掲
載
歌
も
同
じ
く
従
順
な
牛
の
あ
り
よ
う
を
詠
む
。

　
「
騎
牛
帰
家
第
六
」
の
歌
は
悠
々
と
牛
の
歩
み
に
身
を
任
せ
何
を
す
る
に
も
妨
げ
の
な
い
境
涯
を
詠
む
。
小
序
・
頌
、
石
鼓
夷
の
和

韻
に
は
牧
人
が
笛
を
吹
く
姿
を
詠
む
が
、
当
該
歌
は
笛
を
吹
く
姿
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
版
本
掲
載
歌
の
一
首
目
は
小
序
の
「
唱
樵
子

之
村
歌
（
樵
子
の
村
歌
を
唱
う
）」
と
通
じ
て
お
り
、「
う
そ
ぶ
き
」
て
と
い
う
詞
を
詠
む
が
笛
は
詠
ま
れ
て
お
ら
ず
、
二
首
目
の
歌
も

同
様
に
笛
を
表
す
詞
は
な
い
。
堂
上
歌
人
の
歌
も
苦
楽
を
去
っ
た
心
境
で
家
路
に
つ
く
さ
ま
を
詠
じ
て
お
り
、
前
掲
叢
書
収
録
の
歌
は

八
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八
五

笛
に
合
わ
せ
て
牛
の
鳴
き
声
が
詠
ま
れ
て
い
た
。
本
歌
は
小
序
以
下
の
具
体
的
な
詩
句
に
よ
ら
ず
、
当
該
図
の
趣
意
を
詠
む
。
な
お
挿

絵
は
五
山
版
・
近
世
開
版
と
も
に
牧
人
が
牛
に
乗
り
、
横
笛
を
吹
く
姿
が
描
か
れ
る
。
下
句
の
「
シ
サ
イ
（
仔
細
）」
の
語
は
前
述
し
た

よ
う
に
漢
語
で
あ
り
、
通
常
の
歌
の
あ
り
よ
う
か
ら
は
逸
脱
す
る
詠
法
で
あ
る
。
当
該
図
に
お
い
て
牛
と
一
体
と
な
り
清
適
の
境
位
を

得
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
和
語
で
は
な
く
漢
語
に
よ
っ
て
直
截
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
。

　
「
忘
牛
存
人
第
七
」
の
歌
は
初
句
・
第
二
句
に
注
記
が
あ
る
が
（「
山
里
ノ
ヒ
ト
モ
」
と
す
る
異
本
が
存
し
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
が
、

今
回
の
調
査
で
は
当
該
本
以
外
見
出
せ
ず
、
本
歌
を
「
山
里
ニ
独
リ
カ
ヨ
ハ
ン
」〔
山
里
に
た
だ
独
り
通
う
〕
と
し
て
解
釈
す
る
）、
山

里
の
あ
ば
ら
家
で
何
か
を
思
量
す
る
こ
と
も
存
知
す
る
こ
と
も
な
く
寝
入
っ
て
し
ま
う
さ
ま
を
詠
む
。「
ア
バ
ラ
ヤ
」「
イ
ネ
ム
リ
」
の

詞
は
廓
庵
の
頌
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
種
の
趣
向
も
通
底
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
左
に
頌
を
掲
出
す
る
。

　
　

騎
牛
已
得
到
家
山　
　

牛
に
騎
っ
て
已
に
家
山
に
到
る
こ
と
を
得
た
り

　
　

牛
也
空
兮
人
也
閑　
　

牛
も
也
た
空
じ
人
も
也
た
閑
か
な
り

　
　

紅
日
三
竿
猶
作
夢　
　

紅
日
三
竿　

猶
お
夢
を
作
す

　
　

鞭
繩
空
頓
草
堂
間　
　

鞭
縄
空
し
く
頓さ
し
おく
草
堂
の
間

家
郷
に
帰
り
着
き
、
牛
の
存
在
を
忘
れ
人
も
静
寂
、
朝
日
が
昇
っ
て
も
ま
だ
夢
の
中
、
以
前
用
い
た
鞭
と
縄
は
必
要
な
く
な
り
小
屋
に

捨
て
置
か
れ
て
い
る
、
と
詠
じ
る
。
二
首
の
和
韻
に
は
眠
る
と
い
う
措
辞
は
な
く
、
当
該
歌
は
廓
庵
の
頌
と
趣
向
が
通
底
す
る
。

　
「
人
牛
倶
忘
第
八
」
は
牛
と
と
も
に
人
の
存
在
も
消
え
、
本
来
は
空
で
あ
る
こ
と
を
観
じ
た
段
階
だ
が
、
歌
は
主
・
客
も
な
く
是
・
非

も
問
題
と
せ
ず
、
た
だ
自
然
の
実
相
で
あ
る
有
明
月
に
対
し
て
い
る
こ
と
を
詠
む
。
下
句
の
趣
向
は
当
該
図
の
小
序
・
頌
、
二
首
の
和

韻
に
な
く
、
当
該
詠
作
者
の
独
創
と
思
わ
れ
る
が
、
牛
に
続
き
人
の
存
在
も
忘
却
し
、
空
の
境
位
を
詠
じ
る
に
あ
た
り
、
夜
明
け
の
空

に
残
る
有
明
月
に
託
し
て
表
現
す
る
。
な
お
第
六
図
に
漢
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
当
該
歌
に
お
い
て
は
「
自
他
」「
是
非
」
の
二
種
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の
漢
語
を
用
い
る
。
漢
語
を
用
い
る
の
は
お
そ
ら
く
和
語
化
す
る
よ
り
も
そ
の
意
味
が
明
解
に
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
分
和
歌
的
情
趣
を
損
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
返
本
還
源
第
九
」
の
上
句
は
、
花
は
咲
き
柳
の
枝
は
緑
に
色
づ
い
た
と
詠
む
が
、
柳
の
語
は
当
該
図
の
小
序
以
下
に
な
い
。
花
の
語

は
廓
庵
の
頌
の
結
句
に
「
水
自
茫
茫
花
自
紅
（
水
は
自
ら
茫
茫
花
は
自
ら
紅
な
り
）」、
壊
衲
璉
の
結
句
「
百
鳥
不
啼
花
亂
紅
（
百
鳥
も

啼
か
ず
花
乱
れ
て
紅
な
り
）」
と
あ
り
、
挿
絵
に
も
五
山
版
以
来
、
水
辺
に
咲
く
梅
の
花
が
描
か
れ
て
い
る
。
前
掲
叢
書
の
歌
は
梅
花

を
詠
じ
て
い
た
が
、
当
該
歌
は
花
と
す
る
。
柳
の
語
は
当
該
図
に
な
く
、
詠
作
者
の
独
自
の
表
現
で
あ
る
が
、
上
句
で
は
花
・
柳
と
い

う
春
の
イ
メ
ー
ジ
を
点
描
す
る
。
下
句
は
不
変
の
「
古
里
」
と
詠
む
が
、
前
掲
叢
書
の
歌
に
は
故
郷
の
詞
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
故
郷
へ

帰
り
着
く
と
曙
の
空
に
梅
の
香
り
が
漂
う
こ
と
を
詠
じ
て
い
た
。
当
該
歌
も
春
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
出
し
、
花
が
咲
き
青
々
と
し
た
柳
の

垂
れ
る
光
景
に
、
当
該
図
の
趣
意
で
あ
る
あ
り
の
ま
ま
の
実
相
の
世
界
―
真
理
―
に
還
る
こ
と
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
自

然
の
光
景
に
そ
の
趣
意
を
託
す
こ
と
は
二
首
の
歌
に
共
通
し
て
い
る
。

　
「
入
鄽
垂
手
第
十
」
は
衆
生
教
化
の
た
め
に
巷
間
に
出
て
行
く
と
い
う
趣
意
の
図
だ
が
、
歌
に
は
「
市
人
ニ
ア
ヒ
モ
ロ
ト
モ
ニ
」
と
あ

り
、
題
目
の
「
入
鄽
」
―
街
に
入
る
―
こ
と
が
詠
ま
れ
る
。
小
序
の
「
…
…
提
瓢
入
市
、
策
杖
還
家
、
酒
肆
魚
行
、
化
令
成
仏
（
瓢
を

提
げ
て
市
に
入
り
、
杖
を
策
き
家
に
還
る
、
酒
肆
魚
行
、
化
し
て
成
仏
せ
し
む
）」
と
あ
る
の
に
相
当
す
る
。「
タ
ハ
ブ
レ
テ
」
の
措
辞

は
小
序
以
下
に
は
見
出
せ
な
い
が
、
大
悟
し
安
心
立
命
の
境
位
を
得
た
柔
和
な
雰
囲
気
を
詠
み
表
す
の
で
あ
ろ
う
。
下
句
の
「
古
ヘ
今

ノ
笑
」
は
廓
庵
の
頌
の
承
句
に
「
抹
土
塗
灰
笑
滿
腮
（
土
を
抹
し
灰
を
塗
り
笑
い
腮
に
満
つ
）」
と
あ
り
、
歌
の
「
笑
」
と
相
通
じ
る
。

「
古
ヘ
今
ノ
笑
」
は
何
を
意
味
す
る
の
か
は
分
か
り
づ
ら
い
が
、
例
え
ば
拈
華
微
笑
の
禅
語
が
示
す
よ
う
な
、
華
を
拈
っ
た
釈
尊
の
行
為

の
意
味
を
迦
葉
の
み
が
微
笑
し
て
応
じ
た
と
い
う
笑
い
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
言
語
で
は
解
き
明
か
せ
な
い
禅
の
神
髄
を「
笑
」

の
中
に
込
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。



八
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以
上
、
二
種
の
叢
書
類
に
収
録
さ
れ
る
「
十
牛
図
」
を
基
と
し
た
詠
歌
を
検
討
し
た
。「
十
牛
図
」
は
小
序
、
頌
、
二
種
の
和
韻
が
あ

り
、
各
図
の
趣
意
が
す
で
に
言
語
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
和
の
表
現
様
式
に
よ
り
再
度
言
語
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
川
瀬
氏

の
報
告
す
る
中
世
の
『
四
部
録
』
の
古
写
本
に
十
首
現
れ
て
い
る
の
が
最
も
は
や
く
、
そ
の
内
八
首
が
寛
永
六
年
版
『
四
部
録
』
に
収

録
さ
れ
、
同
版
に
新
た
に
十
二
首
の
歌
を
付
し
、
各
図
二
首
、
全
二
十
首
の
形
式
に
な
り
、
以
後
の
各
版
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
近

世
堂
上
歌
人
十
人
に
よ
る
詠
作
は
「
十
牛
図
」
に
関
す
る
詠
作
に
お
い
て
作
者
名
の
あ
る
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
検
討
し
た

二
種
の
叢
書
類
は
作
者
未
詳
の
も
の
で
あ
り
、
版
本
掲
載
歌
に
続
く
詠
歌
で
あ
る
。
二
種
の
詠
歌
は
大
よ
そ
は
各
図
の
趣
意
、
小
序
以

下
の
詩
と
趣
向
を
同
じ
く
し
て
い
た
。『
歌
書
』
以
下
に
収
録
す
る
「
入
鄽
垂
手
」
の
歌
は
当
該
図
の
趣
向
に
は
沿
っ
て
お
ら
ず
、
独
自

の
表
現
を
取
っ
て
い
た
が
、
詠
者
な
り
の
創
意
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
歌
は
歌
意
も
明
ら
か
で
あ
り
、
掛
詞
の
修
辞
も
一
首
を
数
え
る
の

み
で
あ
っ
た
。『
百
鶉
集
』
の
詠
歌
は
漢
語
を
用
い
直
截
に
そ
の
趣
意
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
た
。
本
項
に
お
い
て
叢
書
類

に
収
録
さ
れ
る
二
種
の
詠
歌
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、古
写
本
を
含
め
る
と「
十
牛
図
」全
図
に
対
す
る
詠
歌
は
五
種
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

歌
の
表
現
性
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
堂
上
歌
人
た
ち
に
よ
る
詠
歌
が
最
も
堪
能
さ
を
示
し
て
い
る
が
、
他
の
四
種
の
詠
作
も
「
十
牛
図
」

を
和
歌
―
和
風
化
―
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
そ
の
試
み
は
貴
重
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
二
、
高
泉
性
潡
の
「
十
牛
頌
」

　
　

本
項
に
お
い
て
は
近
世
期
の
「
十
牛
図
」
に
よ
る
詩
作
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
中
世
期
の
「
十
牛
図
」
に
対
す
る
全
図
の
詩
作
は
、

前
記
し
た
よ
う
に
一
山
一
寧
、
竜
湫
周
沢
に
見
ら
れ
た
。
近
世
期
に
お
い
て
全
図
を
賦
す
詩
作
は
高
泉
性
潡
（
一
六
三
三
～
一
六
九
五
）

に
存
す
る
。
同
宗
の
開
祖
隠
元
隆
琦
に
も
十
牛
図
に
対
す
る
賛
が
一
種
残
さ
れ
て
い
る
が
、
全
図
に
対
し
て
は
賦
し
て
い
な
い）
（1
（

。
こ
の
こ
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と
は
拙
稿
で
触
れ
た
が
、
一
寧
以
下
の
高
僧
に
よ
っ
て
詩
作
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
禅
の
修
行
階
梯
を
示
し
且
つ
そ
の
神
髄
を
示
す
当

該
図
は
容
易
に
は
詩
の
題
材
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ら
の
境
位
を
表
現
す
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る）
（1
（

。

　

高
泉
は
明
の
崇
禎
六
年
、
福
州
福
清
県
に
生
ま
れ
、
清
の
順
治
二
年
十
三
歳
で
父
母
を
亡
く
し
な
し
た
こ
と
を
機
縁
に
出
家
、
慧
門

如
沛
に
師
事
し
、
順
治
十
八
年
（
寛
文
元
年
）
に
隠
元
の
古
稀
を
祝
う
た
め
来
朝
、
黄
檗
山
に
登
り
終
生
日
本
に
留
ま
っ
た
。
第
五
代

を
承
継
し
た
の
は
元
禄
五
年
で
あ
る
。
詩
文
に
優
れ
、詩
文
集
『
一
滴
』（
四
巻
二
冊
。
貞
享
四
年
跋
）、『
洗
雲
集
』（
二
十
二
巻
十
一
冊
。

元
禄
三
年
刊
）
が
あ
り
、
語
録
に
『
高
泉
禅
師
語
録
』（
二
十
四
巻
八
冊
。
貞
享
元
年
刊
）
な
ど
が
あ
る）
11
（

。
高
泉
の
作
は
上
記
語
録
に

収
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
ず
題
詞
を
掲
出
す
る
。

寛
文
六
年
春
三
月
師
黄
檗
に
寓
す
、
帝
師
大
宗
正
統
旨
を
奉
げ
て
師
に
勅
し
て
、
十
牛
の
頌
を
制
し
、
御
箋
十
幅
を
以
て
命
じ
て
、

手
づ
か
ら
書
せ
し
め
用
ひ
て
内
苑
に
鎮
す
、
師
旨
を
承
り
て
此
を
作
り
て
上
進
す
。（
原
漢
文
）

と
あ
る）
1（
（

。
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
は
高
泉
三
十
四
歳
の
年
に
あ
た
る
。「
黄
檗
に
遇
す
」
と
あ
る
の
は
前
年
二
本
松
藩
主
丹
羽
光
重

の
招
請
に
よ
り
法
雲
院
に
赴
く
も
の
の
、
共
に
来
朝
し
た
暁
堂
が
遷
化
し
た
た
め
当
寺
に
戻
っ
て
き
た
こ
と
を
指
す
。
大
宗
正
統
は
龍

渓
性
潜
（
一
六
〇
二
～
一
六
七
〇
）
の
こ
と
で
あ
り
、
後
水
尾
院
の
帰
依
を
受
け
て
い
た
（
大
宗
正
統
は
院
の
勅
号
で
あ
る
）。
院
は
性

潜
を
介
し
「
十
牛
頌
」
を
高
泉
に
制
作
さ
せ
た
と
あ
る
。
後
水
尾
院
は
隠
元
以
来
黄
檗
山
に
帰
依
し
て
お
り
、
そ
の
繋
が
り
は
深
い
も

の
が
あ
っ
た
。『
後
水
尾
院
御
集
』
に
は
『
碧
巌
録
』『
無
門
関
』
な
ど
の
公
案
集
の
言
を
詠
じ
た
歌
十
六
首
（
新
編
国
歌
大
観
番
号

九
七
五
～
九
九
〇
）
が
あ
り
、
院
自
身
禅
宗
の
教
理
に
深
い
興
味
を
寄
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
当
該
頌
は
院
の
勅
命
と
い
う
外
在
的

要
因
に
よ
っ
て
賦
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
近
世
初
期
の
黄
檗
僧
が
「
十
牛
図
」
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
興
味

深
い
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、「
尋
牛
」
及
び
「
騎
牛
帰
家
」
以
下
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。



　
　
　
　

尋
牛

山
重
重
也
水
重
重　
　

山
重
重　

也
た
水
重
重

路
杳
雲
深
望
莫
窮　
　

路
杳
か
に
雲
深
く
し
て
望
み
窮
り
莫
し

踏
徧
蒼
苔
覓
轉
遠　
　

蒼
苔
を
踏
徧
し
て
覓
む
れ
ば
転
た
遠
し

風
前
徒
見
野
花
紅　
　
風
前
徒
に
見
る　

野
花
の
紅
な
る
こ
と
を

　

起
句
・
承
句
で
は
山
が
幾
重
に
も
重
な
り
川
も
ま
た
同
様
、
道
は
遥
か
で
雲
が
深
く
立
ち
込
め
る
茫
漠
と
し
た
景
を
詠
む
。
こ
れ
は

廓
庵
の
頌
の
承
句
「
水
濶
山
遙
路
更
深
（
水
濶
く
山
遥
か
に
し
て
路
更
に
深
し
）」
と
通
底
す
る
情
景
で
あ
る
。
転
句
・
結
句
で
は
青
々

と
し
た
苔
の
上
を
隈
な
く
探
し
求
め
よ
う
と
す
る
と
、
牛
の
痕
跡
は
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
り
、
赤
い
野
草
の
花
を
空
し
く
目
に
す
る
と
詠

む
。
花
と
い
う
語
は
「
十
牛
図
」
に
お
い
て
は
「
返
本
還
源
」
の
廓
庵
の
頌
、
壊
衲
璉
の
和
韻
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
当
該
図
で
は
頌
、

二
種
の
和
韻
に
花
を
思
わ
せ
る
語
句
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
結
句
を
見
て
み
る
と
、
廓
庵
は
秋
の
お
く
れ
蟬
の
鳴
き
声
を
聞
き
、
石
鼓

夷
は
収
穫
を
喜
ぶ
歌
を
空
し
く
歌
い
、
壊
衲
璉
は
物
思
い
に
耽
る
様
子
を
描
く）
11
（

。
牛
を
探
し
求
め
る
牧
人
の
呆
然
と
し
た
心
境
を
表
現

す
る
が
、
高
泉
は
野
草
の
花
を
空
し
く
見
る
こ
と
に
託
し
て
い
る
。

　
　
　
　

騎
牛
帰
家

滿
天
瑞
氣
暎
山
河　
　

満
天
の
瑞
気
山
河
に
暎
ず

信
足
還
家
樂
若
何　
　

足
に
信
せ
て
家
に
還
る
楽
し
み
若
何
ん

横
把
一
枝
無
孔
笛　
　

横
に
一
枝
の
無
孔
笛
を
把
っ
て

臨
風
吹
出
太
平
歌　
　
風
に
臨
ん
で
太
平
の
歌
を
吹
き
出
す

　

空
に
は
め
で
た
く
も
神
々
し
い
気
が
満
ち
そ
れ
が
自
然
の
景
に
映
る
中
を
、
牛
の
歩
み
に
任
せ
て
家
に
帰
る
楽
し
み
を
無
上
の
も
の

八
九



と
し
、
一
本
の
「
無
孔
笛
」
を
取
り
出
し
て
、
風
に
向
か
い
太
平
の
歌
を
吹
く
と
す
る
。
牛
を
飼
い
馴
ら
し
も
う
逃
が
す
こ
と
の
な
く

な
っ
た
牧
人
の
境
地
を
詠
む
が
、「
無
孔
笛
」
は
『
碧
巌
録
』
に
見
え
る
語
で
あ
る）
11
（

。
孔
の
な
い
笛
は
音
の
鳴
る
は
ず
は
な
い
が
、
こ
こ

で
は
そ
の
笛
に
太
平
の
歌
―
牛
と
の
格
闘
を
終
え
一
体
と
な
っ
た
牧
人
の
心
境
―
を
吹
か
せ
て
お
り
、
音
の
発
す
る
こ
と
の
な
い
笛
に
無

限
の
調
べ
を
聞
く
と
い
う
趣
向
は
い
か
に
も
禅
ら
し
い
表
現
を
と
る
。

　
　
　
　

忘
牛
存
人

雲
歛
天
空
絶
點
塵　
　

雲
歛
ま
り
天
空
点
塵
を
絶
す

光
呑
羣
象
月
輪
新　
　

光
群
象
を
呑
ん
で
月
輪
新
な
り

休
言
眼
底
渾
無
物　
　

言
う
こ
と
を
休
め
よ　

眼
底
渾
て
物
無
し

大
地
元
来
屬
一
人　
　

大
地
元
来
一
人
に
属
す

　

牛
の
存
在
を
忘
れ
牧
人
（
主
）
と
牛
（
客
）
が
本
来
一
如
で
あ
っ
た
こ
と
を
趣
意
と
す
る
図
だ
が
、
雲
も
収
ま
り
空
に
は
一
点
の
汚
れ

も
な
く
、
月
光
は
隈
な
く
照
ら
す
と
し
、
も
は
や
言
葉
を
用
い
る
こ
と
も
な
く
、
眼
に
映
る
も
の
は
何
も
な
く
、
元
来
大
地
と
は
一
体

で
あ
っ
た
と
詠
む
。
特
に
転
句
・
結
句
は
言
葉
を
発
す
る
こ
と
な
く
見
る
べ
き
も
の
も
な
く
、
大
地
と
一
如
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
点

は
、
当
該
図
の
頌
以
下
に
は
な
い
趣
向
で
あ
り
、
牧
人
の
境
涯
を
よ
り
禅
的
境
位
に
引
き
付
け
て
言
い
表
そ
う
と
す
る
。

　
　
　
　

人
牛
倶
忘

撲
落
虛
空
無
朕
跡　
　

虚
空
撲
落
し
て
朕
跡
無
し

頓
忘
物
我
絕
形
名　
　

頓
に
物
我
を
忘
じ
て
形
名
を
絶
す

者
般
消
息
如
相
委　
　

者
般
の
消
息
如
し
相
い
委
せ
ば

任
向
毘
盧
頂
上
行　
　

毘
盧
頂
上
に
向
か
い
て
行
く
こ
と
を
任
ず

九
〇



　

起
句
・
承
句
に
お
い
て
、
一
切
の
世
界
が
な
く
な
り
行
状
の
痕
跡
も
な
く
、
客
観
と
主
観
の
観
念
を
忘
れ
、
対
象
の
実
態
と
名
称
の

位
相
を
も
断
つ
と
詠
じ
る
。
前
図
で
は
牛
、
当
該
図
で
は
人
の
存
在
も
な
く
な
り
、
本
来
空
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。「
物
我
」「
形

名
」
と
い
う
語
を
用
い
二
元
的
世
界
を
離
れ
た
こ
と
も
詠
じ
て
お
り
、
仏
教
教
理
を
前
面
に
打
ち
出
す
。
転
句
・
結
句
は
こ
の
あ
り
よ

う
に
従
え
ば
、
仏
の
頭
に
向
か
っ
て
自
在
に
行
き
来
す
る
と
あ
る
。
結
句
の
「
毘
盧
頂
上
」
は
『
碧
巌
録
』
に
見
え
る
語
だ
が
、「
忘
牛

存
人
」
と
同
様
、
用
語
・
趣
向
に
禅
的
境
位
が
強
く
感
じ
ら
れ
る）
11
（

。

　
　
　
　

返
本
還
源

雲
山
疊
疊
水
泱
泱　
　

雲
山
畳
畳　

水
泱
泱

寂
爾
忘
言
臥
艸
堂　
　

寂
爾
と
し
て
言
を
忘
じ
て
艸
堂
に
臥
す　

噴
嚏
一
聲
開
兩
眼　
　

噴
嚏　
一
声　

両
眼
を
開
け
ば

依
然
滿
面
是
風
光　
　

依
然
と
し
て
満
面　

是
れ
風
光

　
「
尋
牛
」
の
起
句
は
山
と
川
を
「
重
重
」
と
い
う
畳
語
で
表
し
て
い
た
が
、
当
該
図
に
お
い
て
は
「
雲
山
」
を
「
疊
疊
」（〈
雲
の
か
か

っ
た
山
は
〉
幾
重
に
も
折
り
重
な
り
）、
水
は
「
泱
泱
」（〈
川
は
〉
広
く
深
く
流
れ
行
く
）
と
す
る
。「
尋
牛
」
の
起
句
は
一
種
の
畳
語

で
あ
っ
た
が
、
当
該
図
の
そ
れ
は
二
種
の
畳
語
で
雲
の
か
か
っ
た
山
と
川
の
広
漠
と
し
た
光
景
を
言
い
表
そ
う
と
し
て
お
り
、
畳
語
の
修

辞
法
を
用
い
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。「
尋
牛
」
の
そ
れ
は
牛
を
探
し
求
め
る
に
あ
た
り
あ
て
ど
の
な
い
茫
漠
し
た
光
景
を
詠
じ
、

当
該
図
の
起
句
は
万
物
の
根
源
に
立
ち
還
っ
た
後
の
自
然
の
実
相
が
詠
出
さ
れ
る
。
二
句
は
共
通
す
る
修
辞
を
用
い
る
一
方
、
相
反
す

る
光
景
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
承
句
は
静
寂
に
包
ま
れ
言
葉
を
忘
れ
小
屋
に
臥
す
よ
う
す
を
詠
じ
て
い
る
が
、「
忘
牛
存
人
」

の
転
句
「
言
ふ
こ
と
を
休
め
よ
」
の
発
展
し
た
境
位
と
も
受
け
取
れ
る
。
転
句
・
結
句
は
く
し
ゃ
み
の
音
に
目
を
開
け
る
と
、
な
お
も

満
面
に
風
光
―
本
来
の
仏
性
―
が
存
し
て
い
る
と
す
る
の
は
当
該
図
の
趣
意
に
相
応
す
る
。

九
一



　
　
　
　

入
鄽
垂
手

人
天
斫
額
望
將
疲　
　

人
天
斫
額
し
て
望
む　

将
に
疲
れ
ん
と
す

忍
向
深
山
尚
學
癡　
　

忍
ん
で
深
山
に
向
か
い
て
尚
お
癡
を
学
ぶ

放
出
攀
龍
擒
鳳
手　
　

龍
を
攀
ぢ
鳳
を
擒
う
る
手
を
放
出
し

爲
祥
爲
瑞
正
斯
時　
　

祥
と
為
り
瑞
と
為
る　

正
に
斯
の
時

　
「
十
牛
図
」
の
廓
庵
の
頌
、
二
種
の
和
韻
と
は
少
し
く
趣
向
を
異
に
す
る
。
起
句
・
承
句
を
照
合
す
る
と
、
頌
に
は
、

露
胸
跣
足
入
鄽
來　
　

胸
を
露
わ
し
足
を
跣
に
し
て
鄽
に
入
り
来
る

抹
土
塗
灰
笑
滿
腮　
　

土
を
抹
し
灰
を
塗
り
笑
い
腮
に
満
つ

と
あ
り
、
大
悟
の
人
物
が
異
形
の
姿
で
街
に
入
る
と
す
る
。
石
鼓
夷
は
、

者
漢
親
從
異
類
來　
　

者こ

の
漢
親
し
く
異
類
よ
り
来
る

分
明
馬
面
與
驢
腮　
　

分
明
に
し
て
馬
面
と
驢
腮
と

と
詠
じ
、
畜
生
の
世
界
か
ら
戻
っ
て
来
た
男
の
顔
を
馬
面
・
驢
馬
の
顔
と
す
る
。
壊
衲
璉
の
そ
れ
は
、

袖
裏
金
槌
劈
面
來　
　

袖
裏
の
金
槌　

劈
面
に
来
た
る

胡
言
漢
語
笑
盈
腮　
　

胡
言
漢
語　

笑
い
腮
に
盈
つ

と
あ
り
、外
国
語
ま
じ
り
の
言
葉
を
話
す
人
物
を
写
し
て
い
る
。
頌
以
下
、共
通
し
て
異
形
の
人
物
を
描
く
。
高
泉
も
人
物
を
詠
じ
る
が
、

人
界
・
天
界
を
遥
か
に
望
む
こ
と
に
疲
れ
、
心
を
制
し
深
山
に
向
か
い
依
然
と
し
て
「
癡
」
を
学
ぶ
と
し
て
お
り
、
頌
以
下
に
は
見
ら

れ
な
い
趣
向
で
あ
る
。
癡
は
三
毒
の
一
つ
。
最
終
図
に
お
い
て
そ
れ
を
学
ぶ
と
す
る
こ
と
に
は
奇
異
な
感
も
あ
る
が
、
逆
説
的
な
価
値
の

転
倒
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
高
泉
独
自
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
転
句
・
結
句
に
つ
い
て
廓
庵
の
頌
は
、
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不
用
神
仙
眞
秘
訣　
　

神
仙
の
真
の
秘
訣
を
用
い
ず

直
敎
枯
木
放
花
開　
　

直
だ
枯
木
を
し
て
花
を
放
っ
て
開
か
し
む

と
あ
り
、
仙
人
が
秘
術
を
用
い
ず
に
枯
木
に
花
を
咲
か
せ
る
と
し
、
石
鼓
夷
の
そ
れ
は
、

一
揮
銕
棒
如
風
疾　
　

銕
棒
を
一
揮
し
て
風
よ
り
疾
し

萬
古
千
門
盡
撃
開　
　
万
古
千
門　

尽
く
撃
開
す

と
、
鉄
棒
を
風
の
よ
う
に
一
振
り
す
れ
ば
、
い
か
な
る
家
の
門
で
も
壊
し
て
し
ま
う
と
詠
じ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
人
物
の
異
能
に
焦
点
を

あ
て
る
。
壊
衲
璉
の
そ
れ
は
、

相
逢
若
解
不
相
識　
　

相
い
逢
う
て
若
し
相
い
識
ら
ざ
る
こ
と
を
解
せ
ば

樓
閣
門
庭
八
字
開　
　

楼
閣　

門
庭　
八
字
に
開
く

と
あ
り
、『
華
厳
経
』「
入
法
界
品
」
に
お
い
て
善
財
童
子
が
最
後
に
弥
勒
菩
薩
の
宮
城
に
た
ど
り
着
き
、
楼
観
の
門
に
自
分
を
入
れ
て

く
れ
る
よ
う
願
っ
た
と
こ
ろ
、
弥
勒
菩
薩
が
右
の
指
を
弾
く
と
門
が
開
い
た
と
い
う
一
場
面
に
よ
っ
て
い
る）
11
（

。
一
方
、
高
泉
は
龍
に
つ
か

ま
り
鳳
を
と
ら
え
る
手
を
放
り
出
し
、そ
の
時
に
吉
兆
が
現
れ
る
と
す
る
。
転
句
「
攀
龍
擒
鳳
」
は
『
漢
書
』「
叙
伝
」
の
「
攀
龍
附
鳳
」

に
拠
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
は
龍
に
つ
か
ま
り
鳳
を
と
ら
え
る
ほ
ど
の
力
を
発
揮
す
る
手
を
垂
れ
て
衆
生
を
済
う
手
を
差
し

伸
べ
る
と
詠
じ
、題
目
の
「
垂
手
」
を
言
い
表
す
。
人
物
の
異
能
に
つ
い
て
は
頌
、石
鼓
夷
に
も
詠
じ
ら
れ
る
が
、高
泉
の
そ
れ
は
「
龍・

鳳
」「
祥
・
瑞
」
と
吉
兆
を
示
す
語
を
用
い
そ
の
人
物
を
寿
い
で
「
十
牛
図
」
を
詠
じ
終
え
る
。

　

以
上
高
泉
の
「
十
牛
図
頌
」
を
抄
出
し
て
閲
し
た
。「
十
牛
図
」
の
趣
意
を
あ
ら
た
め
て
詠
出
し
て
お
り
、
内
容
は
各
図
の
趣
意
に

沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。
表
現
の
面
に
お
い
て
は
「
無
孔
笛
」「
休
言
」
な
ど
の
禅
語
を
用
い
て
詠
じ
、
趣
向
と
し
て
は
「
忘
牛
存
人
」「
人

牛
倶
忘
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
禅
の
境
位
に
近
づ
け
て
表
現
し
て
お
り
、
禅
風
を
直
截
に
感
得
さ
せ
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
高
泉
の

九
三



当
該
頌
は
後
水
尾
院
の
命
に
よ
り
賦
さ
れ
た
詩
作
だ
が
、
同
じ
く
来
朝
僧
の
一
山
一
寧
、
本
邦
の
竜
湫
周
沢
と
い
う
五
山
僧
の
「
十
牛

図
」
詠
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
院
の
命
を
機
縁
と
し
て
当
該
図
詠
が
成
っ
た
こ
と
は
貴
重
で
あ
る
。
検
討
を
進
め
る
な
ら
ば
一
山・竜
湫・

高
泉
の
三
者
の
詩
作
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
・
趣
向
の
差
異
を
見
る
と
い
う
方
法
も
当
然
考
え
得
る
。
今
回
は
そ
こ
ま
で
は
至

ら
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
お
わ
り
に

　

本
稿
は
本
紀
要
第
二
十
一・二
十
二
号
に
掲
載
し
た
拙
稿
に
お
い
て
触
れ
得
な
か
っ
た
「
十
牛
図
」
を
め
ぐ
る
和
歌
及
び
詩
作
に
つ
い

て
検
討
し
た
。
二
種
の
叢
書
に
収
め
ら
れ
る
詠
歌
は
作
者
未
詳
で
あ
り
、
各
叢
書
所
収
の
作
品
を
検
す
る
と
、
六
道
歌
・
十
如
号
和
歌

な
ど
の
所
謂
名
数
和
歌
が
所
収
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
検
討
し
た
二
種
の
詠
歌
も
そ
う
し
た
詠
作
群
の
一
つ
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の

と
も
考
え
ら
れ
る
。十
牛
図
に
基
づ
く
和
歌
は
川
瀬
氏
が
紹
介
さ
れ
る
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
の
中
世
期
の
古
写
本『
四
部
録
』の
十
首
、

寛
永
六
年
版
以
来
の『
四
部
録
』に
掲
載
さ
れ
る
二
十
首
（
こ
の
内
八
首
は
右
記
『
四
部
録
』の
所
収
歌
）、堂
上
歌
人
十
人
に
よ
る
十
首
、

そ
し
て
本
稿
で
触
れ
た
近
世
期
の
叢
書
類
に
存
す
る
各
十
首
の
二
種
の
詠
作
が
存
す
る
。
こ
れ
ら
は
「
十
牛
図
」
に
直
接
基
づ
い
た
詠

作
で
あ
り
、
そ
の
趣
意
を
和
歌
に
よ
っ
て
表
現
し
た
こ
と
は
当
該
図
に
対
す
る
和
の
視
点
か
ら
の
再
生
産
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
他
「
十

牛
図
」
の
趣
意
に
基
づ
き
、
全
図
和
文
・
和
歌
に
よ
っ
て
著
し
た
月
坡
の
『
う
し
か
ひ
草
』、
版
本
掲
載
歌
に
対
し
て
の
批
評
・
添
削
及

び
自
詠
を
付
し
た
小
澤
蘆
庵
の
文
事
が
あ
っ
た
。
詩
作
に
お
い
て
は
高
泉
の
「
十
牛
頌
」
が
存
し
、
近
世
初
期
の
黄
檗
僧
に
よ
っ
て
新

た
に
「
十
牛
図
」
の
趣
意
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。

　
「
十
牛
図
」を
収
録
す
る『
四
部
録
』は
鎌
倉
時
代
に
も
た
ら
さ
れ
、五
山
版
以
来
の
歴
史
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、そ
の
中
で
も
特
に「
十
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牛
図
」
は
詩
と
と
も
に
挿
絵
が
付
さ
れ
て
お
り
、
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
持
ち
、
特
に
近
世
期
か
ら
は
巷
間
に
も
広
く
受
容
さ
れ
て
い

る
。
が
、
和
歌
・
詩
に
よ
る
実
作
は
少
数
に
と
ど
ま
る
。
和
歌
に
お
い
て
も
実
作
は
多
く
は
な
く
、
作
者
名
表
記
が
あ
る
全
図
に
対
す

る
詠
歌
は
堂
上
歌
人
の
詠
歌
の
み
で
あ
っ
た
。
分
野
は
異
な
る
が
同
じ
く
鎌
倉
時
代
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
瀟
湘
八
景
図
」
に
よ
る
詠
作

が
冷
泉
為
相
以
来
、盛
ん
に
詠
作
さ
れ
た
こ
と
と
比
べ
る
と
瞭
然
で
あ
ろ
う）
11
（

。「
十
牛
図
」の
注
釈
書
は
鎌
倉
期
の
痴
兀
大
慧
に
よ
る『
十

牛
決
』（
応
永
九
年
成
）
が
あ
り
、
近
世
期
に
は
万
安
英
種
『
四
部
録
抄
』（
寛
永
十
年
刊
）、
駿
陽
山
人
『
首
書
四
部
録
』（
元
禄
十
一

年
刊
）
が
あ
り
、
当
然
な
が
ら
禅
宗
の
教
理
に
お
い
て
受
容
さ
れ
て
き
た
。「
十
牛
図
」
を
特
に
和
歌
に
よ
っ
て
創
作
す
る
こ
と
は
そ
う

し
た
と
こ
ろ
に
困
難
さ
が
あ
り
、
そ
の
点
が
風
景
を
題
材
と
し
た
「
瀟
湘
八
景
図
」
と
根
本
的
に
異
な
る
点
で
あ
ろ
う
。
一
連
の
和
歌

に
よ
る
詠
作
は
元
来
和
歌
化
あ
る
い
は
和
歌
的
情
趣
を
詠
出
し
難
い
「
十
牛
図
」
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
と
い
う
営
み
で
あ
っ
た

と
も
思
わ
れ
る
。

　

な
お
「
十
牛
図
」
に
よ
る
和
歌
・
詩
は
『
国
書
総
目
録
』
な
ど
の
目
録
類
に
記
載
の
な
い
も
の
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
以
後
も
未

出
の
作
を
調
査
し
て
い
き
た
い
。

注（
１
）
川
瀬
一
馬「
五
山
版「
十
牛
圖
考
」」（『
田
山
方
南
先
生
華
甲
記
念
論
文
集
』
田
山
方
南
先
生
華
甲
記
念
会
、
一
九
六
三
年
）。

（
２
）
川
瀬
氏
の
報
告
す
る「
十
牛
図
」
の
十
首
の
歌
と
版
本
掲
載
歌
に
つ
い
て
は
、
拙
稿「
十
牛
図
を
め
ぐ
る
和
歌
―
寛
永
六
年
版
本
及
び
近
世

初
期
堂
上
歌
人
の
歌
を
中
心
に
し
て
―
」（『
駒
澤
大
学
佛
教
文
學
研
究
』
第
二
十
一
号
、
駒
澤
大
学
佛
教
文
學
研
究
所
、
二
〇
一
八
年
二
月
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
こ
の
内
一
首
が『
六
帖
詠
草
』（
文
化
八
年
刊
）
の
雑
部
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
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十
牛
の
歌
を
よ
め
る
中
に
入
鄽
垂
手
の
心
を

　
　
　

け
が
れ
た
る
あ
く
た
に
お
け
る
露
を
し
も
玉
に
な
し
て
ぞ
月
は
す
み
け
る（
一
七
七
二
）

　

蘆
庵
の
当
該
歌
に
つ
い
て
は
拙
稿「
月
坡
道
印
と
小
澤
蘆
庵
の「
十
牛
図
」」（『
駒
澤
大
学
佛
教
文
學
研
究
』
第
二
十
二
号
、
二
〇
一
九
年
二
月
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）『
歌
書
』（
内
閣
文
庫
蔵
）
以
外
は
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。

（
５
）
本
稿
の『
四
部
録
』
所
収
の「
十
牛
図
」の
本
文
は
駒
澤
大
学
図
書
館
所
蔵『
四
部
録
』（
寛
永
六
年
刊
。
請
求
記
号
、188.84/574

）に
よ
る
。

但
し「
尋
牛
」
の
第
一
首
目
の（
た
ゞ
）
は
当
該
本
に
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
同
図
書
館
所
蔵
の
寛
永
八
年
刊
行『
四
部
録
』（
時
心
堂
版
／
請
求

記
号
、103/8

）
に
よ
っ
た
。
な
お
小
序
、
頌
、
二
首
の
和
韻
の
訓
読
に
関
し
て
は
右
記
底
本
に
従
っ
た
が
、
上
田
閑
照・
柳
田
聖
山『
十
牛
図

―
自
己
の
現
象
学
―
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
）
所
収
の
柳
田
氏「
住
鼎
州
梁
山
廓
庵
和
尚
十
牛
図
」
を
参
考
に
し
た
。

（
６
）『
部
類
現
葉
和
歌
集
』（
新
潟
大
学
附
属
図
書
館
佐
野
文
庫
所
蔵
。
請
求
記
号
、36-83

）。

（
７
）
拙
稿「
十
牛
図
を
め
ぐ
る
和
歌
」
一
五
四
頁
。
左
に「
牧
牛
」
の
版
本
掲
載
歌
を
掲
出
す
る
。

　
　
　
日
か
ず
へ
て
野
が
ひ
の
う
し
も
て
な
る
れ
バ
身
に
そ
ふ
か
げ
と
成
ぞ
嬉
し
き

　
　
　

た
づ
ね
こ
し
ま
き
の
う
ね
牛
と
り
ゑ
つ
ゝ
か
ひ
か
ふ
ほ
ど
に
静
な
り
け
り

（
８
）
左
に「
騎
牛
帰
家
」
の
版
本
掲
載
歌
、
堂
上
歌
人
の
詠
歌
を
順
に
掲
出
す
る
。

　
　
　

す
み
の
ぼ
る
心
の
そ
ら
に
う
そ
ぶ
き
て
た
ち
帰
ゆ
く
峯
の
し
ら
雲　
　
（
版
本
掲
載
歌
）

　
　
　

か
え
り
ミ
む
と
を
山
み
ち
の
雪
消
て
心
の
う
し
に
の
り
て
こ
そ
ゆ
け　
　
　
（
同
右
）

　
　
　

う
れ
し
と
も
う
し
と
も
け
ふ
は
お
も
は
ず
や
乗
て
ぞ
か
へ
る
家
路
成
ら
ん　
（
騎
牛
帰
家・
弘
資〔
日
野
〕）

（
９
）『
万
葉
集
』
の
む
さ
さ
び
を
詠
ん
だ
歌
を
左
に
掲
出
す
る
。
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む
さ
さ
び
は
木
末
求
む
と
あ
し
ひ
き
の
山
の
さ
つ
を
に
あ
ひ
に
け
る
か
も（
巻
三・二
六
七
）

　
　
　

ま
す
ら
を
の
高
円
山
に
迫
め
た
れ
ば
里
に
下
り
来
る
む
ざ
さ
び
そ
こ
れ（
巻
六・一
〇
二
八
）

　
　
　
三
国
山
木
末
に
住
ま
ふ
む
さ
さ
び
の
鳥
待
つ
ご
と
く
我
待
ち
痩
せ
む（
巻
七・一
三
六
七
）

　
　
＊
日
本
古
典
文
学
全
集『
萬
葉
集
』
に
よ
る
。

　
二
六
七
番
歌
は
志
貴
皇
子
の
歌
で
あ
り
、
猟
師
に
捕
え
ら
え
た
む
さ
さ
び
を
詠
む
。
一
〇
二
八
番
歌
は
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
。
題
詞
に
は
聖
武

天
皇
が
高
円
山
で
御
狩
を
行
っ
た
と
き
、
小
獣
が
都
へ
逃
げ
出
し
、
勇
士
が
そ
れ
を
生
き
な
が
ら
に
捕
え
献
上
し
た
と
あ
る
。
左
注
に
は
奏
上

し
な
い
う
ち
に
死
ん
だ
の
で
こ
の
歌
を
奉
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
あ
る
。
一
三
六
七
番
歌
は
題
詞
に「
寄
獣
」
と
あ
り
譬
喩
歌
で
あ
る
。
恋
の

歌
で
あ
り
、
恋
人
に
逢
え
な
い
で
い
る
憔
悴
の
恋
心
を
詠
む
。
当
該
歌
の
み
恋
の
思
い
を
比
喩
的
に
詠
じ
る
。

（
10
）
中
世
期
の
歌
集
か
ら
掲
出
す
る
。

　
　
　

お
く
山
の
木
ず
ゑ
に
つ
た
ふ
む
さ
さ
び
の
こ
ゑ
も
さ
む
け
く
夜
は
ふ
け
に
け
り（
新
撰
和
歌
六
帖・
第
二
帖・
む
さ
さ
び・
家
良・
五
三
一
）

　
　
　
む
さ
さ
び
の
か
た
え
お
ち
ゆ
く
深
山
木
に
暁
ふ
か
く
さ
ゆ
る
月
か
げ（
同
右・
為
家・
五
三
二
）

　
　
　
む
さ
さ
び
の
木
ず
ゑ
に
き
ゐ
る
む
ら
鳥
を
あ
は
れ
あ
は
れ
と
ま
つ
や
く
る
し
き（
同
右・
知
家・
五
三
三
）

　
　
　
む
さ
さ
び
の
声
お
ち
か
た
の
山
本
に
里
と
ほ
げ
な
る
む
さ
さ
び
の
声（
夫
木
和
歌
抄・
雑
九・
信
実
朝
臣・
一
三
〇
六
〇
）

　
　
　

春
日
山
夜
ふ
か
き
杉
の
梢
よ
り
あ
ま
た
お
ち
く
る
む
さ
さ
び
の
声（
同
右・
前
中
納
言
為
兼
卿・
一
三
〇
六
一
）

　
　
＊
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。

　
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
の
五
三
三
番
歌
は
万
葉
集
の
一
三
六
七
番
歌
と
同
じ
く
鳥
を
待
つ
む
さ
さ
び
を
詠
む
が
、
他
の
歌
は
主
に
深
更
に
山
か
ら
聞

こ
え
る
む
さ
さ
び
の
鳴
き
声
を
詠
む
。
中
世
期
の
む
さ
さ
び
詠
は
万
葉
歌
と
は
異
な
り
、
鳴
く
む
さ
さ
び
を
詠
む
も
の
が
多
い
。

（
11
）『
和
漢
朗
詠
集
／
新
撰
朗
詠
集
』
和
歌
文
学
大
系
47
、
明
治
書
院
、
二
〇
一一
年
。
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（
12
）
注（
11
）
に
同
じ
。

（
13
）
柳
澤
良
一『
新
撰
朗
詠
集
全
注
釈　
三
』
新
典
社
、
二
〇
一一
年
。

（
14
）
注（
６
）
に
同
じ
。

（
15
）
版
本
掲
載
歌
、
古
写
本
の
歌
の
順
に
掲
出
す
る
。

　
　
　

手
は
垂
て
足
は
そ
ら
な
る
お
と
こ
山
枯
た
る
枝
に
鳥
や
す
む
ら
む　
　
（
版
本
掲
載
歌
）

　
　
　

身
を
お
も
ふ
身
を
ば
心
ぞ
く
る
し
む
る
あ
る
に
任
て
有
ぞ
あ
る
べ
き　
　
　
　
（
同
右
）

　
　
　

う
つ
ゝ
と
も
夢
と
も
い
は
じ
お
も
は
ね
ば
ね
い
ら
ず
さ
め
ず
を
の
れ
な
ら
ま
し（
古
写
本
の
歌
）

（
16
）
当
該
冊
の
所
収
書
目
を
記
し
て
お
く
。「
五
燈
次
序　

信
心
銘
著
語　

十
牛
圖
歌　

東
山
十
境
詩　

平
心
號
幷
勅
書　

遺
告
抄　

補
要
抄

　

詩
法
入
門　

善
光
寺
記　

故
事
要
言　

俗
語　

博
物
志　

續
博
物
志　

雜
記
」。

（
17
）
注（
６
）
に
同
じ
。

（
18
）「
十
牛
圖
」（『
隠
元
和
尚
松
隠
三
集
』
所
収
。
平
久
保
章
編『
新
纂
校
訂
隠
元
全
集　

第
九
巻
』
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
）。

（
19
）
拙
稿「
十
牛
図
を
め
ぐ
る
和
歌
」（『
駒
澤
大
学
佛
教
文
學
研
究
』
第
二
十
一
号
）。

（
20
）
高
泉
の
事
跡
に
つ
い
て
は
松
永
知
海「
高
泉
禅
師
に
つ
い
て
」（『
高
泉
全
集
Ⅳ　

解
説・
索
引
篇
』
黄
檗
文
化
研
究
所『
高
泉
全
集
』
編
纂
委

員
会
、
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
一
六
年
）
に
備
わ
り
、『
黄
檗
文
化
人
名
辞
典
』（
思
文
閣
出
版
）
に
立
項
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）『
高
泉
全
集
Ⅰ　

語
録
篇
』（
黄
檗
文
化
研
究
所『
高
泉
全
集
』
編
纂
委
員
会
、
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
一
四
年
）。

（
22
）「
尋
牛
」
の
廓
庵
、
石
鼓
夷
、
壊
衲
璉
の
転
句・
結
句
を
掲
出
し
て
お
く
。

　
　
　
　

力
盡
神
疲
無
處
覓　
　

力
尽
き
神
疲
れ
て
覓
む
る
に
処
無
し

　
　
　
　

但
聞
楓
樹
晩
蟬
吟　
　

但
だ
聞
く　

楓
樹
に
晩
蟬
の
吟
ず
る
こ
と
を（
廓
庵
）

九
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幾
廻
芳
草
斜
陽
裏　
　

幾
た
び
か
廻
る
芳
草
斜
陽
の
裏

　
　
　
　
一
曲
新
豐
空
自
吟　
　
一
曲
の
新
豊　

空
し
く
自
ら
吟
ず（
石
鼓
夷
）

　
　
　
　

手
把
鼻
頭
同
歸
客　
　

手
に
鼻
頭
を
把
っ
て
同
じ
く
帰
る
客

　
　
　
　

水
邊
林
下
自
沈
吟　
　

水
辺
林
下　

自
ら
沈
吟
す（
壊
衲
璉
）

（
23
）『
碧
巌
録
』
に
は「
無
孔
笛
」
の
語
は
四
例
あ
る
。
第
四
一
則
を
掲
出
す
る
。

　
　

趙
州
問　
二

投
子　
一

。大
死
底
人
却
活
時
如
何
。投
子
對　
レ

他
道
。不　
レ

許　
二

夜
行　
一

。投　
レ

明
須　
レ

到
。且
道
是
什
麼
時
節
。無
孔
笛
撞　
二

著
氈
拍
版　
一

。

　
…
…（
大
正
四
八・一
七
八
下
）

（
24
）『
碧
巌
録
』
に
は「
毘
盧
頂
上
」
の
語
は
三
例
あ
る
。
第
九
十
九
則
を
掲
出
す
る
。

　
　

國
師
曰
。
檀
越
踏　
二

毘
盧
頂
上　
一

行〔
須
彌
那
畔
把　
レ

手
共
行
。
猶
有　
二

這
箇
在　
一

〕。…
…（
大
正
四
八・二
二
二
中
）

（
25
）
駿
陽
山
人
の『
首
書
四
部
録
』（
元
禄
十
一
年
刊
）
に
は「
楼
閣
門
庭
」の
注
に「
…
…
夫
楼
閣
表
仏
智
荘
厳
、
善
財
童
子
過　
二

五
十
余
城　
一

、
未　
レ

後
到　
二

此
楼
閣　
一

、
而
開
閉
合
不　
レ

開
、
才
以　
二

弥
勒
一
弾
指　
一

、
忽
得　
二

豁
開　
一

、
広
可　
二

往
見　
一

」
と
あ
る
。
駒
澤
大
学
図
書
館
蔵
本（
請
求
記
号
、

103/7

）
に
よ
る
。

（
26
）「
瀟
湘
八
景
図
」
の
和
歌
に
お
け
る
受
容
に
つ
い
て
は
堀
川
貴
司
氏
の「
瀟
湘
八
景
図
と
和
歌
」（『
五
山
文
学
研
究　

資
料
と
論
考
』
笠
間

書
院
、
二
〇
一一
年
）
に
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
鎌
倉
中
期
の
冷
泉
為
相
、
南
北
朝
期
の
後
小
松
院・
明
魏（
耕
雲
）・
飛
鳥
井
雅
世・
頓
阿
の
合
作
、

室
町
前
期
の
冷
泉
為
尹
、
飛
鳥
井
雅
縁（
宋
雅
）、
中
期
以
降
の
松
下
正
広（『
松
下
集
』
八
二
七
～
八
三
四
）、
三
条
西
実
隆
に
は
二
種
の
詠
作

が
あ
り（『
雪
玉
集
』
六
三
三
三
～
六
三
四
〇〈
文
亀
元
年
詠
〉・
同
上
六
三
四
一
～
六
三
四
八〈
大
永
六
年
詠
〉）、
山
科
言
継
、
戦
国
大
名
の
北
畠
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一
〇
〇

国
永
に
も
八
景
を
題
に
し
た
作
品
が
存
す
る
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
実
隆
の
詠
作
に
つ
い
て
は
同
氏
に「
三
条
西
実
隆
に
お
け
る
漢
詩
と
和

歌
―
瀟
湘
八
景
を
中
心
に
―
」（『
続
五
山
文
学
研
究　

資
料
と
論
考
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
と
題
し
た
論
考
が
備
わ
る
。
岩
佐
美
代
子

氏
は「
補
説　

八
景
歌
考
」（『
京
極
派
和
歌
の
研
究
』
改
訂
増
補
新
装
版
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
に
お
い
て
京
極
為
兼
詠
と
さ
れ
る
瀟

湘
八
景
歌
を
取
り
上
げ
、
為
相・
頓
阿・
宋
雅
歌
と
の
比
較
を
試
み
、「
作
品
の
内
部
徴
証
か
ら
も
、
為
兼
作
と
見
る
事
は
ご
く
妥
当
で
、
否
定

す
べ
き
要
素
は
な
い
。」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
な
お
稲
田
利
徳
氏
の「
瀟
湘
八
景
歌
」（『
正
徹
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
年
）
に
は
宝

徳
三
年（
一
四
五
一
）
臨
済
僧
景
南
英
文
の
勧
進
に
よ
る
漢
詩・
和
歌
か
ら
な
る
詩
作・
歌
作
に
つ
い
て
の
論
考
が
あ
り
、
和
歌
に
お
い
て
は
一
条

兼
良
、
飛
鳥
井
雅
親
、
正
徹
、
冷
泉
持
為
ら
が
出
詠
し
て
い
る
。

〔
付
記
〕
引
用
の
資
料
に
は
私
に
清
濁
、
句
読
点
を
付
し
、
通
行
の
字
体
に
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
仮
名
遣
い
は
底
本
に
従
っ
た
。


