
 

 
 

大
隈
言
道
研
究

Ⅴ

歌
論

『ひ
と
り
ご
ち
』

『こ
ぞ
の
ち
り
』

―
言
道
の
修
学
過
程

（上
）

進
藤

康
子   

要

約 

江
戸
時
代
後
期
の
博
多
の
歌
人
、
大
隈
言
道
（
お
お
く
ま
こ
と
み
ち
）
研
究
第
五
部
。 

言
道
の
歌
論
『
ひ
と
り
ご
ち
』『
こ
ぞ
の
ち
り
』
を
繙
く
。
幕
末
歌
壇
に
於
け
る
歌
論
の
激

し
い
論
争
の
中
で
、
一
地
方
歌
人
言
道
が
担
っ
た
役
割
の
大
き
さ
を
新
た
に
探
る
。
そ
し
て
、

言
道
の
歌
の
理
念
と
そ
の
指
導
方
法
、
新
風
へ
到
達
し
て
い
く
た
め
の
歌
論
の
実
践
と
、
そ

の
評
価
に
つ
い
て
論
ず
る
。
特
に
、
言
道
歌
論
の
基
盤
と
な
っ
た
、
言
道
の
和
歌
の
師
で
黒

田
藩
士
の
二
川
相
近
（
ふ
た
が
わ
す
け
ち
か
）
の
歌
論
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
ま
た
、
当
時
、

中
央
歌
壇
を
賑
わ
せ
た
香
川
景
樹
の
歌
論
を
も
詳
細
に
精
査
し
、
幕
末
の
歌
壇
の
流
れ
と
言

道
の
歌
論
と
の
関
係
を
捉
え
て
い
く
。 

 

キ
ー
ワ
ー
ド
：
大
隈
言
道
、
ひ
と
り
ご
ち
、
こ
ぞ
の
ち
り
、
草
径
集
、
二
川
相
近
、
香
川
景
樹 

 

一

近
世
後
期
の
和
歌
の
世
界
は
、
様
々
な
類
題
集
が
競
い
合
う
よ
う
に
刊
行
さ

れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
種
々
の
歌
論
書
が
相
次
い
で
著
わ
さ
れ
た
。
加
納
諸
平
編

の
『
類
題
和
歌
鰒
玉
集
（
初
編
～
七
編
）』（
文
政
一
一
年
か
ら
嘉
永
七
年
刊
）

や
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
よ
う
に
し
て
出
版
さ
れ
た
長
沢
伴
雄
編
の
『
類
題
和
歌

鴨
川
集
（
太
郎
集
～
五
郎
集
）』、
鈴
木
重
胤
編
の
『
近
世
名
家
歌
集
』（
天
保
一

四
年
刊
）、
佐
佐
木
弘
綱
編
の
『
類
題
千
船
集
（
初
編
～
三
編
）』（
万
延
元
年
～

慶
応
四
年
刊
）な
ど
、近
世
後
期
に
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
こ
れ
ら
の
流
行
は
、

地
方
を
巻
き
込
み
、
広
く
詠
歌
を
募
集
し
刊
行
す
る
こ
と
に
よ
る
様
々
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
縦
横
す
る
こ
と
で
、
多
く
の
情
報
を
地
方
に
も
た
ら
し
、
地
方
の

類
題
集
の
刊
行
を
刺
激
し
促
す
こ
と
と
な
っ
た
。

例
え
ば
、長
門
で
の
近
藤
芳
樹
編
の『
類
題
阿
武
の
杣
板
』（
文
政
一
三
年
刊
）、

長
崎
で
の
中
島
広
足
編
の
『
瓊
浦
集
』（
天
保
一
一
年
刊
）、
出
雲
で
は
千
家
樽

孫
編
の
『
類
題
八
雲
集
』（
天
保
一
三
年
刊
）、
江
戸
に
於
い
て
も
蜂
屋
光
世
編

の
『
大
江
戸
倭
歌
集
』（
安
政
七
年
刊
）、
紀
伊
で
は
、
西
田
恒
雄
編
『
三
熊
野

集
』（
安
政
五
年
刊
）
等
々
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

各
々
が
所
属
す
る
和
歌
の
流
派
を
ま
す
ま
す
意
識
し
、
ま
た
そ
こ
か
ら
新
た

な
目
覚
め
を
促
す
か
の
よ
う
に
自
立
し
始
め
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
と
己
の
持

論
や
歌
論
は
刺
激
さ
れ
感
化
さ
れ
、
今
度
は
相
手
を
論
破
す
る
要
因
を
引
き
起

こ
す
契
機
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
そ
の
流
行
と
共
に
、
我
も
我
も
と
相
次
い
で

熱
い
論
争
を
巻
き
起
こ
し
な
が
ら
、
和
歌
に
対
す
る
自
説
を
活
発
に
発
言
し
よ

う
と
す
る
風
潮
と
な
っ
て
い
っ
た
。

香
川
景
樹
の
『
桂
園
一
枝
』（
文
政
一
三
年
）
に
対
す
る
秋
山
光
彪
『
桂
園
一

枝
評
』
の
江
戸
派
の
非
難
も
そ
の
よ
う
な
風
潮
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
対
す
る
景
樹
門
下
で
あ
る
中
川
自
休
の
弁
駆
書『
大
ぬ
さ
』（
天
保
五
年
）

も
し
か
り
、さ
ら
に
、ま
た
そ
れ
に
対
し
て
光
彪
門
人
で
あ
る
丹
羽
氏
曄
が『
大

ぬ
さ
弁
』（
天
保
八
年
）
を
著
す
な
ど
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
論
争
は
、
京
都
か
ら

遠
く
離
れ
た
地
方
に
あ
っ
て
も
聞
こ
え
て
来
て
お
り
、
当
然
な
が
ら
大
き
な
関

心
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
桂
園
派
と
江
戸
派
の
歌
壇
に
於
け
る
こ

れ
ら
の
熱
い
論
争
は
、
版
本
の
普
及
に
よ
っ
て
、
更
に
、
地
方
へ
地
方
へ
と
広

ま
っ
た
。

一
地
方
歌
人
、福
岡
の
大
隈
言
道
に
あ
っ
て
も
や
は
り
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

言
道
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
歌
論
も
そ
の
よ
う
な
幕
末
歌
壇
に
於
け
る
論
争
に
、

大
き
く
影
響
を
受
け
て
い
る
。
伝
統
に
縛
ら
れ
、
形
骸
化
し
マ
ン
ネ
リ
化
し
た

歌
壇
に
、
言
道
は
、
勢
い
よ
く
一
石
を
投
じ
よ
う
と
し
た
。

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉 
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本
稿
で
は
、
一
地
方
の
歌
人
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
に
歌
作
に
実
践
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
一
端
を
、
言
道
の
歌
論
を
手
掛
か

り
と
し
て
考
察
す
る
と
と
も
に
、
加
え
て
、
言
道
歌
論
の
成
立
か
ら
歌
論
の
実

践
に
至
る
ま
で
を
整
理
し
、
言
道
歌
論
か
ら
中
央
歌
壇
へ
の
発
信
を
具
体
的
に

見
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、地
方
歌
壇
が
担
っ
た
役
割
の
実
態
を
も
探
っ
て
い
く
。

二

す
で
に
、
言
道
の
歌
へ
の
理
念
が
、
革
新
的
で
突
出
し
て
時
代
の
先
端
を
い

く
と
い
う
評
価
は
、
佐
佐
木
信
綱
、
梅
野
満
雄
両
氏
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、
そ

れ
以
降
の
研
究
者
た
ち
に
、
同
じ
様
に
踏
襲
さ
れ
て
き
た
。

次
に
、
宇
佐
美
喜
三
八
氏
に
『
近
世
歌
論
の
研
究─

漢
学
と
の
交
渉
』
の
第

九
章
「
大
隈
言
道
の
歌
論
」
が
成
り
、
言
道
歌
論
の
研
究
は
、
一
段
と
進
ん
だ

と
思
わ
れ
る
。
宇
佐
美
氏
の
分
析
お
よ
び
結
論
は
、
大
筋
に
首
肯
す
べ
き
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
言
道
歌
論
の
根
本
理
論
の
底
流
と
な
す
で
あ
ろ
う
要
因
を
探

る
た
め
、
和
歌
革
命
の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
一
因
に
も
な
っ
た
歌

論
『
こ
ぞ
の
ち
り
』

一
『
ひ
と
り
ご
ち
』

二
を
再
考
し
、
言
道
の
修
学
過
程
を

そ
れ
ら
か
ら
精
査
し
て
い
く
。

『
こ
ぞ
の
ち
り
』
は
『
ひ
と
り
ご
ち
』
の
原
稿
と
い
っ
た
趣
き
の
も
の
で
『
ひ

と
り
ご
ち
』
と
重
な
る
部
分
が
多
々
あ
る
。
こ
れ
を
宇
佐
美
氏
は
、『
こ
ぞ
の
ち

り
』
の
省
略
部
分
は
『
ひ
と
り
ご
ち
』
で
ほ
ぼ
補
え
る
と
判
断
さ
れ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
と
も
原
本
の
所
在
が
未
詳
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
保
留
す

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
現
存
資
料
で
知
り
得
る
限
り
の
補
足
を
行

い
つ
つ
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

言
道
の
家
集
『
草
径
集
』
を
佐
佐
木
氏
が
発
見
し
て
以
来
、
言
道
は
一
躍
時

代
の
寵
児
の
登
場
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。続
け
て
紹
介
さ
れ
た『
ひ
と
り
ご
ち
』

の
、
特
に
冒
頭
の
「
吾
ハ
天
保
ノ
民
ナ
リ
、
古
人
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
、
ミ
ダ
リ
ニ
古

人
ヲ
犱
ス
レ
バ
、
吾
身
何
八
、
何
兵
衛
、
ナ
ル
事
ヲ
忘
ル
」
な
ど
を
、
セ
ン
セ

ー
シ
ョ
ナ
ル
な
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
、
革
命
的
な
先
駆
者
の
歌
論

と
し
て
迎
え
入
れ
、
明
治
以
降
の
言
道
評
価
を
高
め
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
明
治
と
い
う
視
点
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た

よ
う
に
『
こ
ぞ
の
ち
り
』『
ひ
と
り
ご
ち
』
の
原
本
は
現
存
せ
ず
、
佐
佐
木
氏
が

『
日
本
歌
学
大
系
』（
巻
八
巻
）に
於
い
て
、『
こ
ぞ
の
ち
り
』（
辛
島
小
四
郎
蔵
）

と
『
ひ
と
り
ご
ち
』（
平
岡
良
助
蔵
）
を
翻
刻
し
、『
ひ
と
り
ご
ち
』
冒
頭
部
分

を
口
絵
写
真
に
掲
載
し
た
。
も
と
も
と
『
こ
ぞ
の
ち
り
』
は
二
巻
で
あ
っ
た
も

の
を
『
ひ
と
り
ご
ち
』
と
の
重
複
部
分
を
、
佐
佐
木
氏
が
適
宜
省
略
し
紹
介
し

た
旨
が
『
大
隈
言
道
と
そ
の
歌
』（
古
今
書
院
・
大
正
一
五
年
刊
）
に
記
さ
れ
て

い
る
。
よ
っ
て
『
こ
ぞ
の
ち
り
』
の
紹
介
は
相
当
割
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
今
と
な
っ
て
は
、
佐
佐
木
氏
の
翻
刻
以
外
『
こ
ぞ
の
ち
り
』
の
全
容
を
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
ひ
と
り
ご
ち
』
所
蔵
者
の
平
岡
良
助
（
良
介
）
は
、
高
場
塾
出
身
の
玄
洋

社
初
代
社
長
の
平
岡
浩
太
郎
の
長
男
で
や
は
り
玄
洋
社
社
員
、
福
岡
市
議
の
平

岡
良
介（
大
正
八
年
没
）と
同
人
物
と
思
わ
れ
る
が
、そ
の
後
の
所
在
は
不
明

三

で
あ
る
。現
存
す
る
こ
れ
ら
の
資
料
、お
よ
び
当
時
の
資
料
を
新
た
に
加
え
、『
こ

ぞ
の
ち
り
』『
ひ
と
り
ご
ち
』
に
盛
り
込
ま
れ
た
事
項
を
お
よ
び
論
旨
を
整
理
、

再
検
討
し
、
当
時
の
視
点
に
立
っ
て
、
言
道
の
修
学
過
程
の
ひ
と
つ
と
し
て
の

言
道
歌
論
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

『
ひ
と
り
ご
ち
』
の
特
徴
と
し
て
、『
こ
ぞ
の
ち
り
』
の
覚
え
書
き
的
な
部
分

を
『
ひ
と
り
ご
ち
』
で
練
っ
て
さ
ら
に
膨
ら
ま
せ
た
り
推
敲
し
た
り
し
た
で
あ

ろ
う
跡
が
あ
る
。「
○
」
で
始
ま
る
提
言
を
『
ひ
と
り
ご
ち
』
は
二
八
項
目
、『
こ

ぞ
の
ち
り
』
は
二
三
項
目
（
現
存
）
に
亘
っ
て
述
べ
て
い
る
。
一
貫
し
た
論
が

構
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
随
想
的
に
述
べ
る
「
詩
話
」
の
よ
う
な
形
式
を
取
っ
て

お
り
、
伝
統
的
な
歌
論
と
い
う
よ
り
も
歌
話
と
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
表
現
方
法
に
よ
り
、
自
由
な
形
式
に
、
思
い
を
自
在
に
載
せ
て
、
生
き
生
き

と
よ
ど
み
な
く
言
い
放
ち
、
相
手
に
直
に
訴
え
る
迫
力
を
感
じ
る
。
ま
た
、『
ひ

と
り
ご
ち
』
の
表
記
は
漢
字
と
カ
タ
カ
ナ
で
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
す
る
と
『
こ

 

 
 

ぞ
の
ち
り
』
も
同
様
の
表
記
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
、

一
時
期
、
日
田
の
広
瀬
淡
窓
に
入
門
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
様
に
、
か
な
り

漢
学
を
も
意
識
し
て
い
る
。

こ
の
『
ひ
と
り
ご
ち
』
は
言
道
の
娘
し
な
が
嫁
入
り
の
際
に
持
た
せ
た
も
の

で
あ
っ
た
の
を
、
弟
子
真
藤
利
明
に
贈
る
た
め
、
実
は
娘
か
ら
言
道
に
返
却
さ

せ
、
言
道
が
大
阪
へ
発
つ
と
き
、
忘
れ
形
見
と
し
て
利
明
に
渡
し
た
も
の
で
あ

る
。そ

れ
を
授
か
っ
た
利
明
は
そ
の
喜
び
を
「
此
巻
は
、
わ
が
師
大
隈
言
道
の
大

坂
に
の
ぼ
ら
す
る
時
、
生
が
た
み
と
し
て
奉
書
紙
に
歌
六
十
首
と
、
源
氏
年
立

三
巻
を
贈
ら
る
る
に
添
へ
給
へ
る
成
り
。」
と
自
筆
の
メ
モ
を
『
ひ
と
り
ご
ち
』

の
最
後
に
数
行
書
き
記
し
た
。

以
下
、『
ひ
と
り
ご
ち
』
の
概
要
を
み
て
い
く
と
、

第
一
節
は

「
僕 ワ

レ

、
か
り
に
木
偶
歌

人

形

と
号
け
た
る
も
の
あ
り
。
魂 た

ま

霊 し
ゐ

な
く
て
姿
も
意
も
昔

の
も
の
な
り
。」「
吾
は
天
保
の
民
な
り
、
古
人
に
は
あ
ら
ず
。」「
善
人
た
ら
ん

と
欲
せ
ば
、
先
づ
心
よ
り
は
じ
む
べ
し
。
善
歌
よ
ま
ん
と
欲
せ
ば
、
先
づ
心
よ

り
は
じ
む
べ
し
。」「
心
を
種
と
し
て
、
吾
が
歌
を
詠
ず
る
（
中
略
）」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
ひ
と
り
ご
ち
』
に
お
い
て
よ
く
引
用
さ
れ

る
有
名
な
冒
頭
の
第
一
節
の
部
分
で
あ
る
と
先
に
述
べ
た
。
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ

ル
に
我
が
覚
醒
を
述
べ
、
古
歌
の
形
式
の
み
を
踏
襲
し
、
古
人
の
物
ま
ね
に
過

ぎ
な
い
魂
の
な
い
木
偶
歌
か
ら
の
脱
却
と
、そ
の
時
代
に
生
き
た
証
の
残
る「
心
」

の
発
露
を
ひ
と
り
ご
と
の
よ
う
に
歌
う
と
い
う
理
念
と
革
新
を
宣
言
し
た
印
象

的
な
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。「
木
偶
歌
」
の
「
木
偶
」
は
「
人
形
」
の
意
で
、
こ
の

「
人
形
」
の
傍
書
は
、
や
は
り
読
者
に
、
強
烈
な
視
覚
的
印
象
を
与
え
、
あ
や

つ
り
人
形
で
い
た
く
な
い
と
い
う
反
骨
の
思
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

特
に
、「
天
保
」
に
生
き
る
「
当
世

イ

マ

」
へ
の
こ
だ
わ
り
が
あ
り
「
天
保
」
の
民

は「
天
保
」に
生
き
た
証
を
残
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。若
々
し
い
力
が
漲
り
、

ま
た
、
古
今
集
序
の
「
心
の
種
」
を
理
念
に
据
え
、
魂
の
迫
り
く
る
真
情
を
歌

に
留
め
る
歌
が
自
分
の
歌
だ
と
い
う
自
信
に
溢
れ
て
い
る
。
古
今
集
に
関
し
て

は
、
二
十
八
節
で
も
、
撰
集
の
歌
の
並
べ
方
な
ど
古
今
集
を
よ
く
心
を
付
け
て

見
よ
と
唱
え
た
。

ま
た
、
第
二
節
で
は
、「
歌
は
身
分
と
、
別
に
引
は
な
つ
も
の
に
あ
ら
ず
。
さ

れ
ど
今
人
の
歌
は
、人
事
と
別
ち
て
両
途
と
な
る
と
、頼
山
陽
が
云
し
。」と
し
、

歌
が
作
者
の
境
遇
と
離
れ
て
別
物
に
な
る
事
を
言
い
、
我
が
「
身
分
」
の
身
の

丈
に
合
っ
た
自
分
の
歌
を
歌
う
と
い
う
気
概
が
窺
え
る
。
香
川
景
樹
の
『
土
佐

日
記
創
見
』
の
序
を
書
い
た
頼
山
陽
や
、
香
川
景
樹
の
『
桂
園
一
枝
』
な
ど
を

援
用
し
な
が
ら
、『
こ
ぞ
の
ち
り
』『
ひ
と
り
ご
ち
』
を
執
筆
し
た
。
そ
し
て
、

歌
は
そ
の
人
か
ら
遊
離
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
説
く
自
身
の
歌
論
に
確
信
を

得
て
行
く
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
。

第
七
節
で
も
、
貴
人
は
貴
人
、
下
賤
は
下
賤
、
世
人
は
世
人
、
隠
逸
人
は
隠

逸
人
、
老
、
弱
、
男
、
女
、
み
な
別
々
の
人
格
と
身
分
で
あ
る
か
ら
、
み
な
別
々

に
己
相
応
の
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
で
違
っ
て
あ
る
べ
き
で
、こ
れ
ら
は
、ひ
い
て
は
、

個
々
の
生
き
た
証
、
つ
ま
り
個
性
の
表
現
へ
の
提
言
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第

三
節
で
「
天
保
年
間
は
か
く
あ
り
し
と
歌
の
趣
に
著
し
く
見
え
」
る
こ
と
こ
そ

が
歌
の
正
道
だ
と
主
張
し
、
歌
は
そ
の
時
代
の
表
れ
で
あ
る
事
を
説
く
。

特
に
、『
こ
ぞ
の
ち
り
』
で
は
、
紙
幅
の
大
部
分
を
、
景
樹
の
『
桂
園
一
枝
』

『
新
学
異
見
』
の
引
用
に
割
い
て
い
る
。
景
樹
の
影
響
は
相
当
大
き
く
、
測
り

知
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、『
ひ
と
り
ご
ち
』
に
な
る
と
、
景
樹
の
論
を
随
所
に
引

用
し
な
が
ら
も
、
や
は
り
言
道
自
身
の
理
念
も
加
え
、
推
敲
し
つ
つ
思
考
を
練

っ
た
跡
が
随
所
に
垣
間
見
え
る
。『
こ
ぞ
の
ち
り
』
で
は
、
遠
慮
の
な
い
い
い
ま

わ
し
で
言
葉
が
と
が
り
、
そ
れ
故
か
明
快
で
、
よ
ど
み
な
い
言
道
の
本
音
が
ス

ト
レ
ー
ト
に
見
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
ま
た
、
引
用
・
援
用
し
た
手
の
内
を
そ

（
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本
稿
で
は
、
一
地
方
の
歌
人
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
に
歌
作
に
実
践
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
一
端
を
、
言
道
の
歌
論
を
手
掛
か

り
と
し
て
考
察
す
る
と
と
も
に
、
加
え
て
、
言
道
歌
論
の
成
立
か
ら
歌
論
の
実

践
に
至
る
ま
で
を
整
理
し
、
言
道
歌
論
か
ら
中
央
歌
壇
へ
の
発
信
を
具
体
的
に

見
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、地
方
歌
壇
が
担
っ
た
役
割
の
実
態
を
も
探
っ
て
い
く
。

二

す
で
に
、
言
道
の
歌
へ
の
理
念
が
、
革
新
的
で
突
出
し
て
時
代
の
先
端
を
い

く
と
い
う
評
価
は
、
佐
佐
木
信
綱
、
梅
野
満
雄
両
氏
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、
そ

れ
以
降
の
研
究
者
た
ち
に
、
同
じ
様
に
踏
襲
さ
れ
て
き
た
。

次
に
、
宇
佐
美
喜
三
八
氏
に
『
近
世
歌
論
の
研
究─

漢
学
と
の
交
渉
』
の
第

九
章
「
大
隈
言
道
の
歌
論
」
が
成
り
、
言
道
歌
論
の
研
究
は
、
一
段
と
進
ん
だ

と
思
わ
れ
る
。
宇
佐
美
氏
の
分
析
お
よ
び
結
論
は
、
大
筋
に
首
肯
す
べ
き
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
言
道
歌
論
の
根
本
理
論
の
底
流
と
な
す
で
あ
ろ
う
要
因
を
探

る
た
め
、
和
歌
革
命
の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
一
因
に
も
な
っ
た
歌

論
『
こ
ぞ
の
ち
り
』

一
『
ひ
と
り
ご
ち
』

二
を
再
考
し
、
言
道
の
修
学
過
程
を

そ
れ
ら
か
ら
精
査
し
て
い
く
。

『
こ
ぞ
の
ち
り
』
は
『
ひ
と
り
ご
ち
』
の
原
稿
と
い
っ
た
趣
き
の
も
の
で
『
ひ

と
り
ご
ち
』
と
重
な
る
部
分
が
多
々
あ
る
。
こ
れ
を
宇
佐
美
氏
は
、『
こ
ぞ
の
ち

り
』
の
省
略
部
分
は
『
ひ
と
り
ご
ち
』
で
ほ
ぼ
補
え
る
と
判
断
さ
れ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
と
も
原
本
の
所
在
が
未
詳
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
保
留
す

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
現
存
資
料
で
知
り
得
る
限
り
の
補
足
を
行

い
つ
つ
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

言
道
の
家
集
『
草
径
集
』
を
佐
佐
木
氏
が
発
見
し
て
以
来
、
言
道
は
一
躍
時

代
の
寵
児
の
登
場
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。続
け
て
紹
介
さ
れ
た『
ひ
と
り
ご
ち
』

の
、
特
に
冒
頭
の
「
吾
ハ
天
保
ノ
民
ナ
リ
、
古
人
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
、
ミ
ダ
リ
ニ
古

人
ヲ
犱
ス
レ
バ
、
吾
身
何
八
、
何
兵
衛
、
ナ
ル
事
ヲ
忘
ル
」
な
ど
を
、
セ
ン
セ

ー
シ
ョ
ナ
ル
な
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
、
革
命
的
な
先
駆
者
の
歌
論

と
し
て
迎
え
入
れ
、
明
治
以
降
の
言
道
評
価
を
高
め
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
明
治
と
い
う
視
点
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た

よ
う
に
『
こ
ぞ
の
ち
り
』『
ひ
と
り
ご
ち
』
の
原
本
は
現
存
せ
ず
、
佐
佐
木
氏
が

『
日
本
歌
学
大
系
』（
巻
八
巻
）に
於
い
て
、『
こ
ぞ
の
ち
り
』（
辛
島
小
四
郎
蔵
）

と
『
ひ
と
り
ご
ち
』（
平
岡
良
助
蔵
）
を
翻
刻
し
、『
ひ
と
り
ご
ち
』
冒
頭
部
分

を
口
絵
写
真
に
掲
載
し
た
。
も
と
も
と
『
こ
ぞ
の
ち
り
』
は
二
巻
で
あ
っ
た
も

の
を
『
ひ
と
り
ご
ち
』
と
の
重
複
部
分
を
、
佐
佐
木
氏
が
適
宜
省
略
し
紹
介
し

た
旨
が
『
大
隈
言
道
と
そ
の
歌
』（
古
今
書
院
・
大
正
一
五
年
刊
）
に
記
さ
れ
て

い
る
。
よ
っ
て
『
こ
ぞ
の
ち
り
』
の
紹
介
は
相
当
割
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
今
と
な
っ
て
は
、
佐
佐
木
氏
の
翻
刻
以
外
『
こ
ぞ
の
ち
り
』
の
全
容
を
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
ひ
と
り
ご
ち
』
所
蔵
者
の
平
岡
良
助
（
良
介
）
は
、
高
場
塾
出
身
の
玄
洋

社
初
代
社
長
の
平
岡
浩
太
郎
の
長
男
で
や
は
り
玄
洋
社
社
員
、
福
岡
市
議
の
平

岡
良
介（
大
正
八
年
没
）と
同
人
物
と
思
わ
れ
る
が
、そ
の
後
の
所
在
は
不
明

三

で
あ
る
。現
存
す
る
こ
れ
ら
の
資
料
、お
よ
び
当
時
の
資
料
を
新
た
に
加
え
、『
こ

ぞ
の
ち
り
』『
ひ
と
り
ご
ち
』
に
盛
り
込
ま
れ
た
事
項
を
お
よ
び
論
旨
を
整
理
、

再
検
討
し
、
当
時
の
視
点
に
立
っ
て
、
言
道
の
修
学
過
程
の
ひ
と
つ
と
し
て
の

言
道
歌
論
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

『
ひ
と
り
ご
ち
』
の
特
徴
と
し
て
、『
こ
ぞ
の
ち
り
』
の
覚
え
書
き
的
な
部
分

を
『
ひ
と
り
ご
ち
』
で
練
っ
て
さ
ら
に
膨
ら
ま
せ
た
り
推
敲
し
た
り
し
た
で
あ

ろ
う
跡
が
あ
る
。「
○
」
で
始
ま
る
提
言
を
『
ひ
と
り
ご
ち
』
は
二
八
項
目
、『
こ

ぞ
の
ち
り
』
は
二
三
項
目
（
現
存
）
に
亘
っ
て
述
べ
て
い
る
。
一
貫
し
た
論
が

構
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
随
想
的
に
述
べ
る
「
詩
話
」
の
よ
う
な
形
式
を
取
っ
て

お
り
、
伝
統
的
な
歌
論
と
い
う
よ
り
も
歌
話
と
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
表
現
方
法
に
よ
り
、
自
由
な
形
式
に
、
思
い
を
自
在
に
載
せ
て
、
生
き
生
き

と
よ
ど
み
な
く
言
い
放
ち
、
相
手
に
直
に
訴
え
る
迫
力
を
感
じ
る
。
ま
た
、『
ひ

と
り
ご
ち
』
の
表
記
は
漢
字
と
カ
タ
カ
ナ
で
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
す
る
と
『
こ

 

 
 

ぞ
の
ち
り
』
も
同
様
の
表
記
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
、

一
時
期
、
日
田
の
広
瀬
淡
窓
に
入
門
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
様
に
、
か
な
り

漢
学
を
も
意
識
し
て
い
る
。

こ
の
『
ひ
と
り
ご
ち
』
は
言
道
の
娘
し
な
が
嫁
入
り
の
際
に
持
た
せ
た
も
の

で
あ
っ
た
の
を
、
弟
子
真
藤
利
明
に
贈
る
た
め
、
実
は
娘
か
ら
言
道
に
返
却
さ

せ
、
言
道
が
大
阪
へ
発
つ
と
き
、
忘
れ
形
見
と
し
て
利
明
に
渡
し
た
も
の
で
あ

る
。そ

れ
を
授
か
っ
た
利
明
は
そ
の
喜
び
を
「
此
巻
は
、
わ
が
師
大
隈
言
道
の
大

坂
に
の
ぼ
ら
す
る
時
、
生
が
た
み
と
し
て
奉
書
紙
に
歌
六
十
首
と
、
源
氏
年
立

三
巻
を
贈
ら
る
る
に
添
へ
給
へ
る
成
り
。」
と
自
筆
の
メ
モ
を
『
ひ
と
り
ご
ち
』

の
最
後
に
数
行
書
き
記
し
た
。

以
下
、『
ひ
と
り
ご
ち
』
の
概
要
を
み
て
い
く
と
、

第
一
節
は

「
僕 ワ

レ

、
か
り
に
木
偶
歌

人

形

と
号
け
た
る
も
の
あ
り
。
魂 た

ま

霊 し
ゐ

な
く
て
姿
も
意
も
昔

の
も
の
な
り
。」「
吾
は
天
保
の
民
な
り
、
古
人
に
は
あ
ら
ず
。」「
善
人
た
ら
ん

と
欲
せ
ば
、
先
づ
心
よ
り
は
じ
む
べ
し
。
善
歌
よ
ま
ん
と
欲
せ
ば
、
先
づ
心
よ

り
は
じ
む
べ
し
。」「
心
を
種
と
し
て
、
吾
が
歌
を
詠
ず
る
（
中
略
）」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
ひ
と
り
ご
ち
』
に
お
い
て
よ
く
引
用
さ
れ

る
有
名
な
冒
頭
の
第
一
節
の
部
分
で
あ
る
と
先
に
述
べ
た
。
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ

ル
に
我
が
覚
醒
を
述
べ
、
古
歌
の
形
式
の
み
を
踏
襲
し
、
古
人
の
物
ま
ね
に
過

ぎ
な
い
魂
の
な
い
木
偶
歌
か
ら
の
脱
却
と
、そ
の
時
代
に
生
き
た
証
の
残
る「
心
」

の
発
露
を
ひ
と
り
ご
と
の
よ
う
に
歌
う
と
い
う
理
念
と
革
新
を
宣
言
し
た
印
象

的
な
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。「
木
偶
歌
」
の
「
木
偶
」
は
「
人
形
」
の
意
で
、
こ
の

「
人
形
」
の
傍
書
は
、
や
は
り
読
者
に
、
強
烈
な
視
覚
的
印
象
を
与
え
、
あ
や

つ
り
人
形
で
い
た
く
な
い
と
い
う
反
骨
の
思
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

特
に
、「
天
保
」
に
生
き
る
「
当
世

イ

マ

」
へ
の
こ
だ
わ
り
が
あ
り
「
天
保
」
の
民

は「
天
保
」に
生
き
た
証
を
残
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。若
々
し
い
力
が
漲
り
、

ま
た
、
古
今
集
序
の
「
心
の
種
」
を
理
念
に
据
え
、
魂
の
迫
り
く
る
真
情
を
歌

に
留
め
る
歌
が
自
分
の
歌
だ
と
い
う
自
信
に
溢
れ
て
い
る
。
古
今
集
に
関
し
て

は
、
二
十
八
節
で
も
、
撰
集
の
歌
の
並
べ
方
な
ど
古
今
集
を
よ
く
心
を
付
け
て

見
よ
と
唱
え
た
。

ま
た
、
第
二
節
で
は
、「
歌
は
身
分
と
、
別
に
引
は
な
つ
も
の
に
あ
ら
ず
。
さ

れ
ど
今
人
の
歌
は
、人
事
と
別
ち
て
両
途
と
な
る
と
、頼
山
陽
が
云
し
。」と
し
、

歌
が
作
者
の
境
遇
と
離
れ
て
別
物
に
な
る
事
を
言
い
、
我
が
「
身
分
」
の
身
の

丈
に
合
っ
た
自
分
の
歌
を
歌
う
と
い
う
気
概
が
窺
え
る
。
香
川
景
樹
の
『
土
佐

日
記
創
見
』
の
序
を
書
い
た
頼
山
陽
や
、
香
川
景
樹
の
『
桂
園
一
枝
』
な
ど
を

援
用
し
な
が
ら
、『
こ
ぞ
の
ち
り
』『
ひ
と
り
ご
ち
』
を
執
筆
し
た
。
そ
し
て
、

歌
は
そ
の
人
か
ら
遊
離
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
説
く
自
身
の
歌
論
に
確
信
を

得
て
行
く
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
。

第
七
節
で
も
、
貴
人
は
貴
人
、
下
賤
は
下
賤
、
世
人
は
世
人
、
隠
逸
人
は
隠

逸
人
、
老
、
弱
、
男
、
女
、
み
な
別
々
の
人
格
と
身
分
で
あ
る
か
ら
、
み
な
別
々

に
己
相
応
の
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
で
違
っ
て
あ
る
べ
き
で
、こ
れ
ら
は
、ひ
い
て
は
、

個
々
の
生
き
た
証
、
つ
ま
り
個
性
の
表
現
へ
の
提
言
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第

三
節
で
「
天
保
年
間
は
か
く
あ
り
し
と
歌
の
趣
に
著
し
く
見
え
」
る
こ
と
こ
そ

が
歌
の
正
道
だ
と
主
張
し
、
歌
は
そ
の
時
代
の
表
れ
で
あ
る
事
を
説
く
。

特
に
、『
こ
ぞ
の
ち
り
』
で
は
、
紙
幅
の
大
部
分
を
、
景
樹
の
『
桂
園
一
枝
』

『
新
学
異
見
』
の
引
用
に
割
い
て
い
る
。
景
樹
の
影
響
は
相
当
大
き
く
、
測
り

知
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、『
ひ
と
り
ご
ち
』
に
な
る
と
、
景
樹
の
論
を
随
所
に
引

用
し
な
が
ら
も
、
や
は
り
言
道
自
身
の
理
念
も
加
え
、
推
敲
し
つ
つ
思
考
を
練

っ
た
跡
が
随
所
に
垣
間
見
え
る
。『
こ
ぞ
の
ち
り
』
で
は
、
遠
慮
の
な
い
い
い
ま

わ
し
で
言
葉
が
と
が
り
、
そ
れ
故
か
明
快
で
、
よ
ど
み
な
い
言
道
の
本
音
が
ス

ト
レ
ー
ト
に
見
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
ま
た
、
引
用
・
援
用
し
た
手
の
内
を
そ

（

）
三
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こ
こ
こ
に
見
せ
、
未
消
化
の
ま
ま
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
と
り
あ
え
ず
載
せ
た
よ

う
な
、
未
整
理
の
様
相
も
と
き
に
呈
す
。

言
道
は
、
歌
人
こ
そ
「
今
」
と
い
う
時
代
の
表
現
者
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら

古
典
的
な
表
現
か
ら
離
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
を
「
己
れ
が
歌
を
卑

し
と
云
う
人
」「
異
体
な
り
と
云
う
人
」
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
人
か
ら
の
非
難
も

自
分
に
は
関
係
な
い
こ
と
で
、
自
分
に
と
っ
て
は
魂
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
時
に
発

す
る
つ
ぶ
や
き
を
歌
に
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
異
体
と
な
り
、
伝
統
的
な
歌
の

約
束
事
や
慣
例
か
ら
ど
う
し
て
も
は
ず
れ
て
し
ま
う
と
感
じ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
言
道
は
「
歌
の
道
は
公
に
て
、
歌
は
私
の
も
の
な
り
。」
と

し
て
、
歌
の
道
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
個
々
の
歌
は
作
者
の
個
人
的
な

も
の
だ
と
し
て
、
や
は
り
時
代
の
個
性
を
表
現
す
る
こ
と
へ
の
ま
っ
す
ぐ
な
理

想
が
見
え
る
。『
こ
ぞ
の
ち
り
』
冒
頭
部
分
に
お
い
て
も
、「
わ
が
も
の
を
詠
ま

ん
と
す
れ
ば
、
異
体
に
な
り
、
異
体
な
ら
じ
と
す
れ
ば
古
人
の
も
の
に
な
る
」

と
述
べ
置
き
、「
自
分
の
歌
を
詠
む
」
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
第
一
に
問
題
提
起
し

た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
し
て
、
も
っ
と
も
大
事
な
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
物
に
触
れ
、
事
に
よ
り
て
、

即
座
に
感
発
す
る
詠
嘆
な
り
。」
と
し
た
の
で
あ
る
。
即
坐
に
感
じ
て
情
を
発
す

る
心
を
詠
嘆
と
し
て
そ
れ
が
歌
の
も
と
で
あ
る
と
、
十
節
で
も
強
調
し
た
。
十

一
節
で
も
、
さ
ら
に
展
開
し
、
自
然
な
「
独
り
ご
と
」
を
よ
し
と
し
、
そ
れ
は

「
誠
忠

マ
コ
ト

」
よ
り
自
然
に
と
出
て
く
る
、
す
な
わ
ち
「
詠
嗟

エ
イ
サ

」
な
れ
ば
そ
れ
が
歌

の
根
本
だ
と
定
義
す
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
本
居
宣
長
の
『
う
ひ
山
ぶ
み
』

の
、
思
っ
た
通
り
を
そ
の
ま
ま
歌
に
云
い
だ
す
物
で
は
な
く
必
ず
言
葉
を
再
度

綾
な
し
整
え
て
か
ら
言
う
物
だ
、
と
の
考
え
方
は
採
用
で
き
な
い
と
す
る
立
場

を
明
確
に
し
た
。
歌
は
「
真
情
」
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
し
、「
実
情
」
が
な

い
も
の
は
作
り
物
に
堕
落
す
る
と
し
て
宣
長
ら
に
手
厳
し
い
。

十
六
節
は
、
風
雅
論
で
あ
る
。
風
雅
は
考
え
て
作
り
添
え
る
の
で
は
な
く
、

自
ら
の
風
雅
心
に
基
づ
く
か
ら
異
常
な
ま
で
に
よ
い
歌
を
詠
も
う
と
か
、
風
雅

な
歌
に
し
よ
う
と
し
て
も
無
意
味
で
、
自
ら
の
風
雅
心
に
基
づ
き
、
立
ち
戻
る

べ
き
で
、真
の
風
雅
は
自
分
の
本
心
を
ま
ず
第
一
に
考
え
、月
花
の「
惜
し
き
情 コ

コ
ロ

」

を
さ
と
り
、
霞
を
あ
わ
れ
み
、
露
を
か
な
し
む
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。

引
き
続
き
十
七
節
で
、「
天
保
」
と
い
う
「
当
世

イ

マ

」
を
大
切
に
し
て
詠
じ
る
な
ら

な
お
の
こ
と
、
今
生
き
て
い
る
福
岡
と
い
う
立
脚
点
も
き
ち
ん
と
捉
え
な
い
と

い
け
な
い
、つ
ま
り
、博
多
福
岡
に
住
み
な
が
ら
そ
の
地
を
詠
め
る
歌
、当
世
、

少
な
い
の
は
何
と
い
う
こ
と
だ
と
憂
い
た
。
当
世
を
よ
み
、
実
際
に
生
き
て
活

動
し
て
い
る
場
所
を
大
切
に
感
動
を
持
っ
て
詠
む
こ
と
を
実
作
に
お
い
て
も
実

践
し
た
言
道
な
ら
で
は
の
呟
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、「
戯
れ
」
も
ま
た
「
真
心
」
だ
と
説
い
た
。
そ
れ
は
、
心
が
真
目
な

と
き
は
真
目
な
歌
を
作
り
、
心
が
「
た
わ
む
れ
」
て
い
る
時
は
、
戯
言
を
言
う

の
も
、
ま
た
真
心
で
、
実
情
と
な
る
、
と
い
う
説
で
あ
る
。
そ
の
例
は
、
古
今

集
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
（
二
七
節
）。

加
え
て
、
歌
は
「
を
さ
な
か
れ
」
と
説
く
（
二
二
節
）。

歌
は
を
さ
な
か
れ
、
と
い
う
ふ
こ
と
、
昔
よ
り
の
教
へ
あ
り
。
さ
れ
ど
、

歌
の
み
を
を
さ
な
く
詠
む
い
は
あ
ら
じ
。
す
べ
て
こ
の
を
さ
な
き
は
人
の

実 ま

心 ご
こ
ろ

な
れ
ば
、
今
日
の
言
語

こ
と
ば

に
心
を
付
け
て
聞
く
べ
し
。
い
か
な
る
人
も

を
さ
な
き
言
を
云
ふ
。こ
れ
は
す
な
は
ち
歌
の
を
さ
な
き
な
り
。（
二
二
節
）。

右
の
、「
を
さ
な
き
」
は
真
心
で
あ
り
、
実 ま

心 ご
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
の

言
葉
に
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今
使
っ
て
い
る
言
葉
に
心
が
乗
っ
て
く
る
。

歌
の
言
葉
は
現
に
自
分
が
使
っ
て
い
る
言
葉
を
生
か
す
べ
き
で
、
自
分
の
こ
と

ば
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
真
心
と
実
心
が
こ
も
っ
て
い
る
。
我
が
身
と
言
葉
を
引

き
離
す
こ
と
な
く
、「
直
語

た
だ
ご
と

」
を
持
っ
て
歌
を
詠
め
ば
「
を
さ
な
き
」
言
葉
は
眼

前
に
あ
る
と
し
た
。

言
道
の
言
う
「
を
さ
な
き
」
の
主
張
は
、
実
心
、
誠
忠
、
実
情
が
現
れ
た
こ

と
ば
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
直
語
」
に
通
じ
、
言
道
の
根
本
理
念
で
も
あ
っ
た

 

 
 

と
思
わ
れ
る
。『
こ
ぞ
の
ち
り
』
に
お
い
て
も
「
を
さ
な
く
い
ふ
こ
れ
ぞ
歌
の
本

心
な
り
」
と
力
強
く
述
べ
て
い
る
。

ま
た
言
道
の
言
う
「
直
語

た
だ
ご
と

」
も
、
元
を
辿
れ
ば
、
小
沢
蘆
庵
の
「
た
だ
い
ま

思
へ
る
こ
と
を
、
わ
が
い
は
る
る
詞
も
て
、
こ
と
わ
り
の
聞
ゆ
る
や
う
に
い
ひ

い
づ
る
」
の
文
言
と
意
を
似
通
わ
し
、
こ
れ
ら
は
、
一
人
突
出
し
た
考
え
に
留

ま
ら
ず
、
当
時
の
時
代
の
大
き
な
流
れ
に
乗
っ
た
と
こ
ろ
の
理
念
で
あ
っ
た
こ

と
は
類
推
で
き
る
。
し
か
し
、
何
と
言
っ
て
も
、
身
近
な
師
の
説
、
つ
ま
り
言

道
の
若
き
日
の
師
、
二
川
相
近

四
の
歌
風
か
ら
の
基
本
的
な
摂
取
が
大
き
い
。

相
近
は
、言
道
の
理
念
の
土
台
で
あ
っ
た
こ
と
を
、次
に
見
て
行
こ
う
と
思
う
。

三

言
道
の
歌
が
、天
保
の
頃
を
境
に
大
き
く
変
化
し
た
と『
ひ
と
り
ご
ち
』で
、

言
道
自
身
が
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、『
ひ
と
り
ご
ち
』
で
言
う
と
こ
ろ
の
、
真
心

を
欠
い
た
古
人
の
物
ま
ね
の
よ
う
な
「
木
偶
歌
」
か
ら
の
言
道
の
脱
却
を
、
佐

佐
木
信
綱
氏
は
「
覚
醒
」
と
称
し
た
。
こ
の
覚
醒
に
至
る
時
期
の
作
品
が
見
え

る
も
の
に
、
言
道
若
き
日
の
師
、
二
川
相
近
序
、
石
松
元
啓
編
『
山
里
和
歌
集
』

と
、
二
川
相
近
編
、
言
道
筆
録
清
書
の
『
徒
然
集
』
が
現
存
す
る
。
言
道
自
身

も
、『
山
里
和
歌
集
』
以
前
の
、
精
彩
の
な
い
古
歌
の
も
の
ま
ね
の
、
精
彩
の
な

い
人
形
の
よ
う
な
木
偶
歌
は
、
す
べ
て
捨
て
た
、
と
書
い
て
あ
る
。
し
か
し
、

言
道
が
自
ら
木
偶
歌
と
詠
ん
だ
で
あ
ろ
う
、
あ
る
い
は
そ
の
過
渡
期
の
若
き
日

の
未
成
熟
な
詠
歌
が
、
こ
の
『
山
里
和
歌
集
』
に
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
る
。

『
山
里
和
歌
集
』
は
天
保
四
年
五
月
成
立
で
、
二
川
相
近
の
歌
友
の
福
岡
藩

士
石
松
元
啓
が
収
集
し
た
寛
永
十
年
以
後
か
ら
天
保
初
め
ま
で
の
二
〇
〇
年
間

の
福
岡
藩
の
藩
公
、
藩
士
、
商
人
、
そ
の
他
様
々
な
人
々
の
歌
が
収
載
さ
れ
、

歌
数
は
約
五
〇
〇
首
に
の
ぼ
り
、
相
近
、
元
啓
、
月
形
質
、
仙
涯
禅
師
、
青
柳

種
麿
、
竹
田
定
直
、
貝
原
篤
信
、
藤
田
正
兼
、杉
山
正
雄
等
の
詠
歌
が
並
ぶ
中
、

言
道
は
三
十
首
程
度
入
集
し
て
い
る
。
こ
の
歌
集
は
、
九
州
大
学
図
書
館
に
二

種
の
写
本
が
、
福
岡
県
立
図
書
館
に
も
う
一
種
の
写
本
が
あ
り
、
微
妙
な
違
い

が
あ
る
が
、
便
宜
上
、
九
州
大
学
図
書
館
蔵
本
を
み
て
い
く
と
、

ち
れ
ば
さ
く
は
な
を
し
と
め
て
山
里
の

か
き
ね
づ
た
ひ
に
鶯
の
な
く
（
１
６
）

世
の
憂
さ
を
思
ひ
い
づ
べ
く
な
る
時
に

さ
け
る
桜
は
見
る
べ
か
り
け
り
（
７
６
）

月
影
の
か
た
ぶ
く
ま
ま
に
こ
ほ
ろ
ぎ
の

声
も
さ
び
し
く
な
り
ま
さ
る
か
な
（
２
３
０
）

あ
き
ぎ
り
の
は
れ
て
し
見
れ
ば
紅
葉
ち
る

秋
山
近
く
我
は
き
に
け
り
（
２
６
７
）

山
川
の
清
き
あ
た
り
に
す
む
人
は

千
代
と
も
し
ら
で
千
代
や
へ
な
ま
し
（
４
７
９
）

と
、
覚
醒
前
後
の
過
渡
期
の
詠
歌
が
続
く
。

一
方
、『
徒
然
集
』（
九
州
大
学
図
書
館
蔵
）
は
、
二
川
相
近
編
、
天
保
六
年

三
月
成
立
で
、
相
近
が
、
自
分
の
歌
と
、
親
し
い
歌
友
、
門
下
生
の
歌
の
中
か

ら
選
ん
だ
一
巻
き
で
、
歌
数
は
四
一
首
で
、
言
道
は
八
首
入
集
し
て
い
る
。
清

書
も
言
道
の
担
当
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
書
で
も
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
く
ら
ち
る
こ
ろ
に
し
な
れ
ば
い
ほ
の
と
を

ひ
ら
き
も
あ
へ
ず
人
ぞ
問
け
る
（
１
６
）

た
び
に
し
て
ふ
る
さ
と
人
を
み
る
と
き
は

わ
が
た
ら
ち
ね
に
あ
ふ
こ
ゝ
ち
す
る
（
４
０
）

と
い
っ
た
よ
う
な
趣
で
、『
徒
然
集
』
で
相
近
が
序
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
や
う
や

く
す
な
ほ
に
し
て
す
が
た
も
き
よ
ら
に
あ
は
れ
も
ふ
か
く
み
ゆ
」
を
理
想
と
し

て
、
こ
れ
を
享
受
し
よ
う
と
し
た
歌
風
と
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

言
道
歌
論
の
底
流
に
は
、
言
道
若
き
日
の
師
、
相
近
の
説
が
、
し
っ
か
り
と

流
れ
込
み
、
言
道
の
和
歌
へ
の
根
本
理
念
は
、
ま
ず
こ
こ
が
原
点
で
あ
り
、
出

（

）
四

－ 29 －

大隈言道研究　Ⅴ歌論　『ひとりごち』 『こぞのちり』　―言道の修学過程　 （上）　（進藤　康子）



大隈言道研究 年譜編第Ⅲ部 （進藤 康子） 
 

こ
こ
こ
に
見
せ
、
未
消
化
の
ま
ま
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
と
り
あ
え
ず
載
せ
た
よ

う
な
、
未
整
理
の
様
相
も
と
き
に
呈
す
。

言
道
は
、
歌
人
こ
そ
「
今
」
と
い
う
時
代
の
表
現
者
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら

古
典
的
な
表
現
か
ら
離
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
を
「
己
れ
が
歌
を
卑

し
と
云
う
人
」「
異
体
な
り
と
云
う
人
」
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
人
か
ら
の
非
難
も

自
分
に
は
関
係
な
い
こ
と
で
、
自
分
に
と
っ
て
は
魂
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
時
に
発

す
る
つ
ぶ
や
き
を
歌
に
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
異
体
と
な
り
、
伝
統
的
な
歌
の

約
束
事
や
慣
例
か
ら
ど
う
し
て
も
は
ず
れ
て
し
ま
う
と
感
じ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
言
道
は
「
歌
の
道
は
公
に
て
、
歌
は
私
の
も
の
な
り
。」
と

し
て
、
歌
の
道
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
個
々
の
歌
は
作
者
の
個
人
的
な

も
の
だ
と
し
て
、
や
は
り
時
代
の
個
性
を
表
現
す
る
こ
と
へ
の
ま
っ
す
ぐ
な
理

想
が
見
え
る
。『
こ
ぞ
の
ち
り
』
冒
頭
部
分
に
お
い
て
も
、「
わ
が
も
の
を
詠
ま

ん
と
す
れ
ば
、
異
体
に
な
り
、
異
体
な
ら
じ
と
す
れ
ば
古
人
の
も
の
に
な
る
」

と
述
べ
置
き
、「
自
分
の
歌
を
詠
む
」
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
第
一
に
問
題
提
起
し

た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
し
て
、
も
っ
と
も
大
事
な
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
物
に
触
れ
、
事
に
よ
り
て
、

即
座
に
感
発
す
る
詠
嘆
な
り
。」
と
し
た
の
で
あ
る
。
即
坐
に
感
じ
て
情
を
発
す

る
心
を
詠
嘆
と
し
て
そ
れ
が
歌
の
も
と
で
あ
る
と
、
十
節
で
も
強
調
し
た
。
十

一
節
で
も
、
さ
ら
に
展
開
し
、
自
然
な
「
独
り
ご
と
」
を
よ
し
と
し
、
そ
れ
は

「
誠
忠

マ
コ
ト

」
よ
り
自
然
に
と
出
て
く
る
、
す
な
わ
ち
「
詠
嗟

エ
イ
サ

」
な
れ
ば
そ
れ
が
歌

の
根
本
だ
と
定
義
す
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
本
居
宣
長
の
『
う
ひ
山
ぶ
み
』

の
、
思
っ
た
通
り
を
そ
の
ま
ま
歌
に
云
い
だ
す
物
で
は
な
く
必
ず
言
葉
を
再
度

綾
な
し
整
え
て
か
ら
言
う
物
だ
、
と
の
考
え
方
は
採
用
で
き
な
い
と
す
る
立
場

を
明
確
に
し
た
。
歌
は
「
真
情
」
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
し
、「
実
情
」
が
な

い
も
の
は
作
り
物
に
堕
落
す
る
と
し
て
宣
長
ら
に
手
厳
し
い
。

十
六
節
は
、
風
雅
論
で
あ
る
。
風
雅
は
考
え
て
作
り
添
え
る
の
で
は
な
く
、

自
ら
の
風
雅
心
に
基
づ
く
か
ら
異
常
な
ま
で
に
よ
い
歌
を
詠
も
う
と
か
、
風
雅

な
歌
に
し
よ
う
と
し
て
も
無
意
味
で
、
自
ら
の
風
雅
心
に
基
づ
き
、
立
ち
戻
る

べ
き
で
、真
の
風
雅
は
自
分
の
本
心
を
ま
ず
第
一
に
考
え
、月
花
の「
惜
し
き
情 コ

コ
ロ

」

を
さ
と
り
、
霞
を
あ
わ
れ
み
、
露
を
か
な
し
む
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。

引
き
続
き
十
七
節
で
、「
天
保
」
と
い
う
「
当
世

イ

マ

」
を
大
切
に
し
て
詠
じ
る
な
ら

な
お
の
こ
と
、
今
生
き
て
い
る
福
岡
と
い
う
立
脚
点
も
き
ち
ん
と
捉
え
な
い
と

い
け
な
い
、つ
ま
り
、博
多
福
岡
に
住
み
な
が
ら
そ
の
地
を
詠
め
る
歌
、当
世
、

少
な
い
の
は
何
と
い
う
こ
と
だ
と
憂
い
た
。
当
世
を
よ
み
、
実
際
に
生
き
て
活

動
し
て
い
る
場
所
を
大
切
に
感
動
を
持
っ
て
詠
む
こ
と
を
実
作
に
お
い
て
も
実

践
し
た
言
道
な
ら
で
は
の
呟
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、「
戯
れ
」
も
ま
た
「
真
心
」
だ
と
説
い
た
。
そ
れ
は
、
心
が
真
目
な

と
き
は
真
目
な
歌
を
作
り
、
心
が
「
た
わ
む
れ
」
て
い
る
時
は
、
戯
言
を
言
う

の
も
、
ま
た
真
心
で
、
実
情
と
な
る
、
と
い
う
説
で
あ
る
。
そ
の
例
は
、
古
今

集
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
（
二
七
節
）。

加
え
て
、
歌
は
「
を
さ
な
か
れ
」
と
説
く
（
二
二
節
）。

歌
は
を
さ
な
か
れ
、
と
い
う
ふ
こ
と
、
昔
よ
り
の
教
へ
あ
り
。
さ
れ
ど
、

歌
の
み
を
を
さ
な
く
詠
む
い
は
あ
ら
じ
。
す
べ
て
こ
の
を
さ
な
き
は
人
の

実 ま

心 ご
こ
ろ

な
れ
ば
、
今
日
の
言
語

こ
と
ば

に
心
を
付
け
て
聞
く
べ
し
。
い
か
な
る
人
も

を
さ
な
き
言
を
云
ふ
。こ
れ
は
す
な
は
ち
歌
の
を
さ
な
き
な
り
。（
二
二
節
）。

右
の
、「
を
さ
な
き
」
は
真
心
で
あ
り
、
実 ま

心 ご
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
の

言
葉
に
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今
使
っ
て
い
る
言
葉
に
心
が
乗
っ
て
く
る
。

歌
の
言
葉
は
現
に
自
分
が
使
っ
て
い
る
言
葉
を
生
か
す
べ
き
で
、
自
分
の
こ
と

ば
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
真
心
と
実
心
が
こ
も
っ
て
い
る
。
我
が
身
と
言
葉
を
引

き
離
す
こ
と
な
く
、「
直
語

た
だ
ご
と

」
を
持
っ
て
歌
を
詠
め
ば
「
を
さ
な
き
」
言
葉
は
眼

前
に
あ
る
と
し
た
。

言
道
の
言
う
「
を
さ
な
き
」
の
主
張
は
、
実
心
、
誠
忠
、
実
情
が
現
れ
た
こ

と
ば
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
直
語
」
に
通
じ
、
言
道
の
根
本
理
念
で
も
あ
っ
た

 

 
 

と
思
わ
れ
る
。『
こ
ぞ
の
ち
り
』
に
お
い
て
も
「
を
さ
な
く
い
ふ
こ
れ
ぞ
歌
の
本

心
な
り
」
と
力
強
く
述
べ
て
い
る
。

ま
た
言
道
の
言
う
「
直
語

た
だ
ご
と

」
も
、
元
を
辿
れ
ば
、
小
沢
蘆
庵
の
「
た
だ
い
ま

思
へ
る
こ
と
を
、
わ
が
い
は
る
る
詞
も
て
、
こ
と
わ
り
の
聞
ゆ
る
や
う
に
い
ひ

い
づ
る
」
の
文
言
と
意
を
似
通
わ
し
、
こ
れ
ら
は
、
一
人
突
出
し
た
考
え
に
留

ま
ら
ず
、
当
時
の
時
代
の
大
き
な
流
れ
に
乗
っ
た
と
こ
ろ
の
理
念
で
あ
っ
た
こ

と
は
類
推
で
き
る
。
し
か
し
、
何
と
言
っ
て
も
、
身
近
な
師
の
説
、
つ
ま
り
言

道
の
若
き
日
の
師
、
二
川
相
近

四
の
歌
風
か
ら
の
基
本
的
な
摂
取
が
大
き
い
。

相
近
は
、言
道
の
理
念
の
土
台
で
あ
っ
た
こ
と
を
、次
に
見
て
行
こ
う
と
思
う
。

三

言
道
の
歌
が
、天
保
の
頃
を
境
に
大
き
く
変
化
し
た
と『
ひ
と
り
ご
ち
』で
、

言
道
自
身
が
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、『
ひ
と
り
ご
ち
』
で
言
う
と
こ
ろ
の
、
真
心

を
欠
い
た
古
人
の
物
ま
ね
の
よ
う
な
「
木
偶
歌
」
か
ら
の
言
道
の
脱
却
を
、
佐

佐
木
信
綱
氏
は
「
覚
醒
」
と
称
し
た
。
こ
の
覚
醒
に
至
る
時
期
の
作
品
が
見
え

る
も
の
に
、
言
道
若
き
日
の
師
、
二
川
相
近
序
、
石
松
元
啓
編
『
山
里
和
歌
集
』

と
、
二
川
相
近
編
、
言
道
筆
録
清
書
の
『
徒
然
集
』
が
現
存
す
る
。
言
道
自
身

も
、『
山
里
和
歌
集
』
以
前
の
、
精
彩
の
な
い
古
歌
の
も
の
ま
ね
の
、
精
彩
の
な

い
人
形
の
よ
う
な
木
偶
歌
は
、
す
べ
て
捨
て
た
、
と
書
い
て
あ
る
。
し
か
し
、

言
道
が
自
ら
木
偶
歌
と
詠
ん
だ
で
あ
ろ
う
、
あ
る
い
は
そ
の
過
渡
期
の
若
き
日

の
未
成
熟
な
詠
歌
が
、
こ
の
『
山
里
和
歌
集
』
に
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
る
。

『
山
里
和
歌
集
』
は
天
保
四
年
五
月
成
立
で
、
二
川
相
近
の
歌
友
の
福
岡
藩

士
石
松
元
啓
が
収
集
し
た
寛
永
十
年
以
後
か
ら
天
保
初
め
ま
で
の
二
〇
〇
年
間

の
福
岡
藩
の
藩
公
、
藩
士
、
商
人
、
そ
の
他
様
々
な
人
々
の
歌
が
収
載
さ
れ
、

歌
数
は
約
五
〇
〇
首
に
の
ぼ
り
、
相
近
、
元
啓
、
月
形
質
、
仙
涯
禅
師
、
青
柳

種
麿
、
竹
田
定
直
、
貝
原
篤
信
、
藤
田
正
兼
、杉
山
正
雄
等
の
詠
歌
が
並
ぶ
中
、

言
道
は
三
十
首
程
度
入
集
し
て
い
る
。
こ
の
歌
集
は
、
九
州
大
学
図
書
館
に
二

種
の
写
本
が
、
福
岡
県
立
図
書
館
に
も
う
一
種
の
写
本
が
あ
り
、
微
妙
な
違
い

が
あ
る
が
、
便
宜
上
、
九
州
大
学
図
書
館
蔵
本
を
み
て
い
く
と
、

ち
れ
ば
さ
く
は
な
を
し
と
め
て
山
里
の

か
き
ね
づ
た
ひ
に
鶯
の
な
く
（
１
６
）

世
の
憂
さ
を
思
ひ
い
づ
べ
く
な
る
時
に

さ
け
る
桜
は
見
る
べ
か
り
け
り
（
７
６
）

月
影
の
か
た
ぶ
く
ま
ま
に
こ
ほ
ろ
ぎ
の

声
も
さ
び
し
く
な
り
ま
さ
る
か
な
（
２
３
０
）

あ
き
ぎ
り
の
は
れ
て
し
見
れ
ば
紅
葉
ち
る

秋
山
近
く
我
は
き
に
け
り
（
２
６
７
）

山
川
の
清
き
あ
た
り
に
す
む
人
は

千
代
と
も
し
ら
で
千
代
や
へ
な
ま
し
（
４
７
９
）

と
、
覚
醒
前
後
の
過
渡
期
の
詠
歌
が
続
く
。

一
方
、『
徒
然
集
』（
九
州
大
学
図
書
館
蔵
）
は
、
二
川
相
近
編
、
天
保
六
年

三
月
成
立
で
、
相
近
が
、
自
分
の
歌
と
、
親
し
い
歌
友
、
門
下
生
の
歌
の
中
か

ら
選
ん
だ
一
巻
き
で
、
歌
数
は
四
一
首
で
、
言
道
は
八
首
入
集
し
て
い
る
。
清

書
も
言
道
の
担
当
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
書
で
も
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
く
ら
ち
る
こ
ろ
に
し
な
れ
ば
い
ほ
の
と
を

ひ
ら
き
も
あ
へ
ず
人
ぞ
問
け
る
（
１
６
）

た
び
に
し
て
ふ
る
さ
と
人
を
み
る
と
き
は

わ
が
た
ら
ち
ね
に
あ
ふ
こ
ゝ
ち
す
る
（
４
０
）

と
い
っ
た
よ
う
な
趣
で
、『
徒
然
集
』
で
相
近
が
序
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
や
う
や

く
す
な
ほ
に
し
て
す
が
た
も
き
よ
ら
に
あ
は
れ
も
ふ
か
く
み
ゆ
」
を
理
想
と
し

て
、
こ
れ
を
享
受
し
よ
う
と
し
た
歌
風
と
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

言
道
歌
論
の
底
流
に
は
、
言
道
若
き
日
の
師
、
相
近
の
説
が
、
し
っ
か
り
と

流
れ
込
み
、
言
道
の
和
歌
へ
の
根
本
理
念
は
、
ま
ず
こ
こ
が
原
点
で
あ
り
、
出

（

）
五
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発
点
で
も
あ
る
。
と
同
時
に
、
目
指
す
方
向
も
師
説
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

今
ま
で
の
言
道
の
通
説
で
は
、
二
川
相
近
の
歌
論
を
、
言
道
が
否
定
す
る
こ

と
に
よ
り
、
相
近
と
は
違
っ
た
方
向
へ
歩
み
始
め
た
と
い
う
の
が
お
お
か
た
の

定
説
と
な
っ
て
お
り
、
広
瀬
淡
窓
や
香
川
景
樹
へ
と
傾
倒
し
、
そ
れ
ら
か
ら
の

感
化
と
指
導
を
受
け
た
後
に
木
偶
歌
を
脱
し
て
、
わ
が
斬
新
な
歌
論
の
執
筆
に

取
り
組
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
言
道
は
、
ま
ず
相
近
の
師
説
に
触
れ
、

導
か
れ
た
。「
今
様
」
作
者
で
あ
る
相
近
の
、
自
由
な
旋
律
で
の
作
詞
作
曲
、

琵
琶
で
の
弾
き
語
り
な
ど
相
近
の
才
能
の
豊
か
さ
に
も
大
い
に
影
響
さ
れ
た
。

相
近
の
晩
年
は
、
世
俗
の
塵
を
離
れ
、
自
宅
に
引
き
こ
も
っ
て
、
仙
崖
和
尚
な

ど
と
い
っ
た
好
き
な
人
物
だ
け
と
交
わ
り
、風
雅
の
極
み
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
、

そ
の
様
な
相
近
の
生
き
方
や
、
の
び
や
か
で
豪
快
な
書
や
琵
琶
の
名
手
の
音
色

が
も
の
が
た
る
人
と
成
り
に
、
言
道
は
確
実
に
感
化
さ
れ
覚
醒
し
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
和
歌
の
作
風
に
は
ま
だ
顕
著
な
変
化
を
形
と

し
て
残
せ
な
か
っ
た
。
和
歌
の
実
践
と
し
て
表
現
を
変
え
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い

か
な
か
っ
た
過
渡
期
の
時
期
で
あ
る
。
そ
の
間
に
、
景
樹
の
書
に
更
に
啓
発
触

発
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
統
合
し
、
言
道
の
歌
論
の
源
と
な
り
、
歌
論
の
実
践
と
も

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
は
、
二
川
相
近
の
歌
に
対
す
る
考
え
が
よ
く
わ
か
る
資
料
と
し

て
『
山
里
和
歌
集
』
の
序
を
見
て
い
こ
う
と
思
う
。
そ
こ
か
ら
は
、
言
道
が
師

の
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
で
あ
ろ
う
論
旨
を
、
何
箇
所
も
見
出
す
事
が
出

き
る
の
で
次
に
紹
介

五
す
る
。

う
た
は
思
ふ
こ
と
を
の
ぶ
る
物
な
れ
ば
、
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
に

い
ひ
い
つ
る
ぞ
、
う
た
の
も
と
な
る
。
さ
れ
ば
、
そ
の
お
も
ひ

に
よ
り
て
、
し
ら
べ
の
あ
が
れ
る
も
、
く
だ
れ
る
も
あ
る
べ
し

ま
た
、
こ
と
は
に
よ
り
て
、
き
こ
ゆ
る
も
、
き
こ
え
ぬ
も
あ
り
ぬ

べ
し
。
な
か
ご
ろ
う
た
あ
は
せ
て
ふ
こ
と
の
あ
り
し

よ
り
、
こ
な
た
は
こ
ゝ
ろ
に
お
も
は
ぬ
こ
と
を
、
し
ゐ
て
よ
み
い
で

つ
ゝ
、
ひ
と
に
か
た
ん
と
せ
し
わ
ざ
こ
そ
、
い
で
き
た
れ
ば

こ
と
ば
も
あ
や
に
、
い
ひ
な
し
て
、
こ
と
や
う
な
る
わ
ざ
も
あ

る
ぞ
か
し
。
さ
れ
ば
、
お
も
ひ
を
の
ぶ
る
は
、
よ
そ
に
な
り
も

ゆ
き
て
、
た
ゝ
人
に
め
で
ら
れ
ん
と
し
、
ひ
と
を
お
ど
ろ

か
さ
ん
と
す
る
が
う
た
人
の
わ
ざ
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。
ほ
い

な
き
こ
と
に
な
ん
、
よ
ゝ
の
う
た
を
見
て
し
ら
る
。
さ
れ
ど

人
の
こ
ゝ
ろ
、
ま
こ
と
な
る
も
の
に
な
れ
ば
、
ま
た
お
の
づ

か
ら
、
に
お
も
ひ
の
ま
ま
な
る
も
、
そ
が
な
か
に
は
見
ゆ
る

ぞ
か
し
。
こ
れ
ま
た
世
々
の
歌
を
み
て
し
ら
る
。
ま
た

あ
ま
た
よ
む
を
、
お
の
が
功
と
せ
し
こ
と
も
、
人
に
か
た
ら
ん

と
な
せ
る
わ
ざ
に
な
ん
、
慈
円
僧
正
の
一
時
百
首
詞

書
な
ど
を
見
て
し
る
べ
し
。
か
ゝ
る
わ
ざ
は
保
元
平

治
の
み
だ
れ
よ
り
、
こ
な
た
世
に
も
し
づ
か
な
ら
ず
。
ひ
と
／
＼

た
が
ひ
に
心
を
よ
せ
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
か
つ
こ
と
を
こ
の
め

れ
ば
な
る
べ
し
。
元
和
の
大
御
世
よ
り
こ
な
た
世
も

ら
け
く
御
め
ぐ
み
も
、
た
み
く
さ
に
あ
ま
ね
く
な
り

は
じ
め
に
い
へ
る
な
ら
は
し
を
う
け
て
、
あ
り
の
ま
ゝ
に

い
へ
る
は
お
さ
な
き
わ
ざ
の
こ
と
お
も
ふ
人
の
は
へ
れ
ば

よ
に
ふ
さ
は
し
か
ら
ぬ
も
あ
り
ぬ
べ
し
。
そ
の
め

づ
ら
し
き
わ
ざ
は
、
人
々
の
さ
え
に
よ
り
て
い
で
き
た
る

も
の
な
れ
ば
、
お
し
な
べ
て
の
人
は
、
さ
と
り
が
た
き
も
あ

ら
ん
か
し
（
中
略
）

み
な
と
も
は
べ
れ
ば
、
こ
の
歌
よ
む
わ
ざ
は
、
わ
が

君
の
御
心
に
も
か
な
ひ
て
ん
か
し

天
保
四
年
さ
つ
き

二
川
相
近
し
る
す

 

 
 

こ
の
序
は
、
相
近
の
和
歌
に
対
す
る
根
本
理
論
「
う
た
は
思
ふ
こ
と
を
の
ぶ
る

物
な
れ
は
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
に
い
ひ
い
づ
る
ぞ
う
た
の
も
と
な
る
」
と
い
う
見
解

が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

言
道
は
こ
の
相
近
の
主
張
を
継
承
し
、
『
ひ
と
り
ご
ち
』
で

自
が
誠
忠
よ
り
ふ
と
言
ひ
出
る
な
れ
ば

自
然
の
物
と
い
ふ
べ
し

其
孤
言
則
ち
咏
差
な
れ
は
歌
な
り

と
述
べ
、
心
の
中
で
ひ
と
り
ご
と
を
呟
く
様
に
、
自
然
と
沸
き
起
こ
っ
て
く
る

言
葉
そ
の
も
の
が
、
そ
の
人
本
来
の
歌
な
の
だ
と
い
う
考
え
と
し
て
受
け
継
が

れ
て
い
く
。

こ
な
た
は
、
こ
ゝ
ろ
に
お
も
は
ぬ
こ
と
を
、

し
ゐ
て
よ
み
い
で
つ
ゝ
、
ひ
と
に
か
た
ん
と
せ
し

わ
ざ
こ
そ
い
で
き
た
れ
ば

こ
と
ば
も
あ
や
に
い
ひ
な
し
て
、
こ
と

や
う
な
る
わ
ざ
も
あ
る
ぞ
か
し

と
も
、
述
べ
て
、
今
ま
で
人
と
の
勝
ち
負
け
で
歌
を
作
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、

心
に
も
な
い
こ
と
を
歌
に
詠
む
こ
と
に
な
る
と
戒
め
て
い
る
。
そ
し
て
、

お
も
ひ
を
の
ぶ
る
は
、
よ
そ
に
な
り
も
て
ゆ
き
て

た
ゝ
人
に
め
で
ら
れ
ん
と
し

ひ
と
を
お
ど
ろ
か
さ
ん
と
す
る

と
論
ず
る
。
人
か
ら
褒
め
ら
れ
よ
う
な
ど
と
下
心
が
あ
る
と
、
自
分
の
お
も
い

を
探
り
、
歌
に
詠
む
と
い
う
事
が
で
き
な
く
な
る
、
と
、
ず
ば
り
と
痛
い
所
を

突
い
て
い
る
。
加
え
て
、
言
道
は
『
こ
ぞ
の
ち
り
』
で
は
次
の
よ
う
に
、

深
く
思
慮
を
し
て
左
右
の
よ
し
あ
し
を
定
め
か
へ
り
見
て
後
に
い
ふ
は
真

心
な
ら
ず
歌
な
ら
ず
と
知
る
べ
し

す
べ
て
先
哲
が
た
歌
を
詠
む
詠
み
方
を
の
み
と
あ
り
、
か
く
あ
り
或
は
一

條
又
は
万
葉
が
よ
し
古
今
が
よ
し
何
の
時
代
は
悪
し
其
の
代
は
手
本
に
な

ら
ず
な
ど
と
そ
の
詠
み
方
を
の
み
い
ふ

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
相
近
の
論
を
更
に
言
道
は
推
し
進
め
て

た
だ
心
を
種
に
て
詠
む
べ
し
そ
の
歌
の
善
凶
は
読
者
の
知
る
所
に
あ
ら
ず

撰
者
の
あ
づ
か
る
と
こ
ろ
な
り

歌
の
よ
し
あ
し
は
撰
者
の
な
す
と
こ
ろ
な
り
撰
者
儒
家
な
れ
ば
其
こ
こ
ろ

に
ひ
か
れ
撰
者
仏
者
な
れ
ば
仏
に
ひ
か
る
こ
れ
は
歌
人
の
あ
づ
か
ら
ぬ
所

に
て
わ
が
こ
こ
ろ
専
ら
い
ひ
た
る
ぞ
わ
が
も
の
な
り
け
る

と
、
言
道
は
、
相
近
よ
り
も
っ
と
現
実
的
に
述
べ
、
「
わ
が
こ
こ
ろ
専
ら
い
ひ

た
る
ぞ
わ
が
も
の
な
り
」
と
、
割
り
切
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
相
近
の
根
本
理
念
も
「
古
今
集
序
」
の
「
心
の
種
」
で
あ
り
、
や

は
り
、
言
道
の
根
本
理
念
も
同
様
に
し
て
、
「
古
今
集
序
」
の
「
心
の
種
」
で

あ
り
、
仮
名
序
の
精
神
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
、
古
典
に
裏
付

け
さ
れ
た
理
念
こ
そ
、
歌
論
を
支
え
る
揺
ら
が
な
い
支
柱
で
あ
る
。

相
近
の
「
あ
り
の
ま
ゝ
に
い
へ
る
は
お
さ
な
き
わ
ざ
の
こ
と
お
も
ふ
人
の
は

へ
れ
ば
」
と
い
う
考
え
は
、
言
道
で
は
「
を
さ
な
く
い
ふ
、
こ
れ
ぞ
歌
の
本
心

な
り
け
る
」（『
こ
ぞ
の
ち
り
』）
と
、
同
様
に
特
記
し
て
い
る
。

こ
の
相
近
の
『
山
里
和
歌
集
集
』
の
跋
が
書
か
れ
た
の
は
天
保
四
年
（
一
八

三
三
）
で
、
景
樹
の
『
桂
園
一
枝
』
は
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
に
出
版
さ

れ
、
全
国
に
出
て
お
り
、
当
時
、
相
近
は
、
『
桂
園
一
枝
』
を
読
め
る
環
境
に

あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
景
樹
の
影
響
は
多
少
な
り
と
も
及
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
折
し
も
、
天
保
四
年
は
、
中
川
自
休
の
「
お
お

ぬ
さ
」
が
書
か
れ
た
年
で
あ
り
、
歌
壇
は
彼
ら
の
動
向
に
敏
感
に
注
目
し
て
い

た
。
た
と
え
ば
、
景
樹
の
『
桂
園
遺
文
』
に
次
の
よ
う
な
論
が
あ
る
の
で
紹
介

す
る
。

文
化
七
年
の
日
記
の
う
ち
正
月
の
所
に

三
日
夕
さ
り
つ
方
い
さ
ゝ
か
空
も
の
ど
や
ぎ
ぬ
れ
ば
稚
き
を
い
だ
き

て
埋
火
に
よ
り
て
居
て
と
の
方
を
見
出
で
た
る
に
（
中
略
）

（

）
六

－ 27 －

大隈言道研究　Ⅴ歌論　『ひとりごち』 『こぞのちり』　―言道の修学過程　 （上）　（進藤　康子）



大隈言道研究 年譜編第Ⅲ部 （進藤 康子） 
 

発
点
で
も
あ
る
。
と
同
時
に
、
目
指
す
方
向
も
師
説
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

今
ま
で
の
言
道
の
通
説
で
は
、
二
川
相
近
の
歌
論
を
、
言
道
が
否
定
す
る
こ

と
に
よ
り
、
相
近
と
は
違
っ
た
方
向
へ
歩
み
始
め
た
と
い
う
の
が
お
お
か
た
の

定
説
と
な
っ
て
お
り
、
広
瀬
淡
窓
や
香
川
景
樹
へ
と
傾
倒
し
、
そ
れ
ら
か
ら
の

感
化
と
指
導
を
受
け
た
後
に
木
偶
歌
を
脱
し
て
、
わ
が
斬
新
な
歌
論
の
執
筆
に

取
り
組
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
言
道
は
、
ま
ず
相
近
の
師
説
に
触
れ
、

導
か
れ
た
。「
今
様
」
作
者
で
あ
る
相
近
の
、
自
由
な
旋
律
で
の
作
詞
作
曲
、

琵
琶
で
の
弾
き
語
り
な
ど
相
近
の
才
能
の
豊
か
さ
に
も
大
い
に
影
響
さ
れ
た
。

相
近
の
晩
年
は
、
世
俗
の
塵
を
離
れ
、
自
宅
に
引
き
こ
も
っ
て
、
仙
崖
和
尚
な

ど
と
い
っ
た
好
き
な
人
物
だ
け
と
交
わ
り
、風
雅
の
極
み
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
、

そ
の
様
な
相
近
の
生
き
方
や
、
の
び
や
か
で
豪
快
な
書
や
琵
琶
の
名
手
の
音
色

が
も
の
が
た
る
人
と
成
り
に
、
言
道
は
確
実
に
感
化
さ
れ
覚
醒
し
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
和
歌
の
作
風
に
は
ま
だ
顕
著
な
変
化
を
形
と

し
て
残
せ
な
か
っ
た
。
和
歌
の
実
践
と
し
て
表
現
を
変
え
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い

か
な
か
っ
た
過
渡
期
の
時
期
で
あ
る
。
そ
の
間
に
、
景
樹
の
書
に
更
に
啓
発
触

発
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
統
合
し
、
言
道
の
歌
論
の
源
と
な
り
、
歌
論
の
実
践
と
も

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
は
、
二
川
相
近
の
歌
に
対
す
る
考
え
が
よ
く
わ
か
る
資
料
と
し

て
『
山
里
和
歌
集
』
の
序
を
見
て
い
こ
う
と
思
う
。
そ
こ
か
ら
は
、
言
道
が
師

の
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
で
あ
ろ
う
論
旨
を
、
何
箇
所
も
見
出
す
事
が
出

き
る
の
で
次
に
紹
介

五
す
る
。

う
た
は
思
ふ
こ
と
を
の
ぶ
る
物
な
れ
ば
、
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
に

い
ひ
い
つ
る
ぞ
、
う
た
の
も
と
な
る
。
さ
れ
ば
、
そ
の
お
も
ひ

に
よ
り
て
、
し
ら
べ
の
あ
が
れ
る
も
、
く
だ
れ
る
も
あ
る
べ
し

ま
た
、
こ
と
は
に
よ
り
て
、
き
こ
ゆ
る
も
、
き
こ
え
ぬ
も
あ
り
ぬ

べ
し
。
な
か
ご
ろ
う
た
あ
は
せ
て
ふ
こ
と
の
あ
り
し

よ
り
、
こ
な
た
は
こ
ゝ
ろ
に
お
も
は
ぬ
こ
と
を
、
し
ゐ
て
よ
み
い
で

つ
ゝ
、
ひ
と
に
か
た
ん
と
せ
し
わ
ざ
こ
そ
、
い
で
き
た
れ
ば

こ
と
ば
も
あ
や
に
、
い
ひ
な
し
て
、
こ
と
や
う
な
る
わ
ざ
も
あ

る
ぞ
か
し
。
さ
れ
ば
、
お
も
ひ
を
の
ぶ
る
は
、
よ
そ
に
な
り
も

ゆ
き
て
、
た
ゝ
人
に
め
で
ら
れ
ん
と
し
、
ひ
と
を
お
ど
ろ

か
さ
ん
と
す
る
が
う
た
人
の
わ
ざ
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。
ほ
い

な
き
こ
と
に
な
ん
、
よ
ゝ
の
う
た
を
見
て
し
ら
る
。
さ
れ
ど

人
の
こ
ゝ
ろ
、
ま
こ
と
な
る
も
の
に
な
れ
ば
、
ま
た
お
の
づ

か
ら
、
に
お
も
ひ
の
ま
ま
な
る
も
、
そ
が
な
か
に
は
見
ゆ
る

ぞ
か
し
。
こ
れ
ま
た
世
々
の
歌
を
み
て
し
ら
る
。
ま
た

あ
ま
た
よ
む
を
、
お
の
が
功
と
せ
し
こ
と
も
、
人
に
か
た
ら
ん

と
な
せ
る
わ
ざ
に
な
ん
、
慈
円
僧
正
の
一
時
百
首
詞

書
な
ど
を
見
て
し
る
べ
し
。
か
ゝ
る
わ
ざ
は
保
元
平

治
の
み
だ
れ
よ
り
、
こ
な
た
世
に
も
し
づ
か
な
ら
ず
。
ひ
と
／
＼

た
が
ひ
に
心
を
よ
せ
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
か
つ
こ
と
を
こ
の
め

れ
ば
な
る
べ
し
。
元
和
の
大
御
世
よ
り
こ
な
た
世
も

ら
け
く
御
め
ぐ
み
も
、
た
み
く
さ
に
あ
ま
ね
く
な
り

は
じ
め
に
い
へ
る
な
ら
は
し
を
う
け
て
、
あ
り
の
ま
ゝ
に

い
へ
る
は
お
さ
な
き
わ
ざ
の
こ
と
お
も
ふ
人
の
は
へ
れ
ば

よ
に
ふ
さ
は
し
か
ら
ぬ
も
あ
り
ぬ
べ
し
。
そ
の
め

づ
ら
し
き
わ
ざ
は
、
人
々
の
さ
え
に
よ
り
て
い
で
き
た
る

も
の
な
れ
ば
、
お
し
な
べ
て
の
人
は
、
さ
と
り
が
た
き
も
あ

ら
ん
か
し
（
中
略
）

み
な
と
も
は
べ
れ
ば
、
こ
の
歌
よ
む
わ
ざ
は
、
わ
が

君
の
御
心
に
も
か
な
ひ
て
ん
か
し

天
保
四
年
さ
つ
き

二
川
相
近
し
る
す

 

 
 

こ
の
序
は
、
相
近
の
和
歌
に
対
す
る
根
本
理
論
「
う
た
は
思
ふ
こ
と
を
の
ぶ
る

物
な
れ
は
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
に
い
ひ
い
づ
る
ぞ
う
た
の
も
と
な
る
」
と
い
う
見
解

が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

言
道
は
こ
の
相
近
の
主
張
を
継
承
し
、
『
ひ
と
り
ご
ち
』
で

自
が
誠
忠
よ
り
ふ
と
言
ひ
出
る
な
れ
ば

自
然
の
物
と
い
ふ
べ
し

其
孤
言
則
ち
咏
差
な
れ
は
歌
な
り

と
述
べ
、
心
の
中
で
ひ
と
り
ご
と
を
呟
く
様
に
、
自
然
と
沸
き
起
こ
っ
て
く
る

言
葉
そ
の
も
の
が
、
そ
の
人
本
来
の
歌
な
の
だ
と
い
う
考
え
と
し
て
受
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が
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い
く
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こ
な
た
は
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こ
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と
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し
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よ
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で
つ
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に
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と
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れ
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と
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も
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な
し
て
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こ
と

や
う
な
る
わ
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か
し

と
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今
ま
で
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と
の
勝
ち
負
け
で
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を
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き
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が
、
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は
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に
も
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い
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と
を
歌
に
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と
に
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と
戒
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て
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。
そ
し
て
、
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を
の
ぶ
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は
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に
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た
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人
に
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と
し
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と
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を
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、
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に
詠
む
と
い
う
事
が
で
き
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く
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る
、
と
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ず
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と
痛
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所
を

突
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る
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加
え
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、
言
道
は
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こ
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で
は
次
の
よ
う
に
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深
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思
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を
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後
に
い
ふ
は
真

心
な
ら
ず
歌
な
ら
ず
と
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、
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或
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葉
が
よ
し
古
今
が
よ
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何
の
時
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し
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の
代
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に
な
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ず
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ど
と
そ
の
詠
み
方
を
の
み
い
ふ

と
述
べ
て
い
る
。
そ
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、
相
近
の
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を
更
に
言
道
は
推
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進
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た
だ
心
を
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む
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し
そ
の
歌
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善
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は
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者
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所
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ず

撰
者
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と
こ
ろ
な
り

歌
の
よ
し
あ
し
は
撰
者
の
な
す
と
こ
ろ
な
り
撰
者
儒
家
な
れ
ば
其
こ
こ
ろ

に
ひ
か
れ
撰
者
仏
者
な
れ
ば
仏
に
ひ
か
る
こ
れ
は
歌
人
の
あ
づ
か
ら
ぬ
所

に
て
わ
が
こ
こ
ろ
専
ら
い
ひ
た
る
ぞ
わ
が
も
の
な
り
け
る

と
、
言
道
は
、
相
近
よ
り
も
っ
と
現
実
的
に
述
べ
、
「
わ
が
こ
こ
ろ
専
ら
い
ひ

た
る
ぞ
わ
が
も
の
な
り
」
と
、
割
り
切
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
相
近
の
根
本
理
念
も
「
古
今
集
序
」
の
「
心
の
種
」
で
あ
り
、
や

は
り
、
言
道
の
根
本
理
念
も
同
様
に
し
て
、
「
古
今
集
序
」
の
「
心
の
種
」
で

あ
り
、
仮
名
序
の
精
神
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
、
古
典
に
裏
付

け
さ
れ
た
理
念
こ
そ
、
歌
論
を
支
え
る
揺
ら
が
な
い
支
柱
で
あ
る
。

相
近
の
「
あ
り
の
ま
ゝ
に
い
へ
る
は
お
さ
な
き
わ
ざ
の
こ
と
お
も
ふ
人
の
は

へ
れ
ば
」
と
い
う
考
え
は
、
言
道
で
は
「
を
さ
な
く
い
ふ
、
こ
れ
ぞ
歌
の
本
心

な
り
け
る
」（『
こ
ぞ
の
ち
り
』）
と
、
同
様
に
特
記
し
て
い
る
。

こ
の
相
近
の
『
山
里
和
歌
集
集
』
の
跋
が
書
か
れ
た
の
は
天
保
四
年
（
一
八

三
三
）
で
、
景
樹
の
『
桂
園
一
枝
』
は
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
に
出
版
さ

れ
、
全
国
に
出
て
お
り
、
当
時
、
相
近
は
、
『
桂
園
一
枝
』
を
読
め
る
環
境
に

あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
景
樹
の
影
響
は
多
少
な
り
と
も
及
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
折
し
も
、
天
保
四
年
は
、
中
川
自
休
の
「
お
お

ぬ
さ
」
が
書
か
れ
た
年
で
あ
り
、
歌
壇
は
彼
ら
の
動
向
に
敏
感
に
注
目
し
て
い

た
。
た
と
え
ば
、
景
樹
の
『
桂
園
遺
文
』
に
次
の
よ
う
な
論
が
あ
る
の
で
紹
介

す
る
。

文
化
七
年
の
日
記
の
う
ち
正
月
の
所
に

三
日
夕
さ
り
つ
方
い
さ
ゝ
か
空
も
の
ど
や
ぎ
ぬ
れ
ば
稚
き
を
い
だ
き

て
埋
火
に
よ
り
て
居
て
と
の
方
を
見
出
で
た
る
に
（
中
略
）

（

）
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お
の
れ
と
り
あ
へ
ず
菫
の
雲
は
消
え
に
け
る
哉
と
打
ち
ず
し
て
さ
て

か
く
い
ふ
が
彼
歌
な
り
と
い
へ
ば
を
さ
な
驚
き
て
し
か
い
へ
ば
歌
に

や
と
い
ふ
貎
つ
き
い
さ
ゝ
か
心
得
た
り
げ
な
れ
ば

又
い
は
く
そ
こ
の
此
頃
よ
む
古
今
集
の
序
に
見
る
も
の
き
く
も
の
に

つ
け
て
い
ひ
出
だ
せ
る
な
り
と
あ
る
は
こ
の
歌
よ
む
こ
と
を
い
へ
る

な
り
猶
試
み
に
言
へ
と
い
へ
ば
い
へ
る
雲
が
み
ゆ
れ
ば
鐘
も
な
る
な

り
こ
は
黒
谷
の
入
相
う
し
ろ
の
烟
か
た
に
き
こ
ゆ
れ
は
ば
な
り
お

の
れ
ほ
め
た
ゝ
へ
て
し
か
り
／
＼
歌
は
さ
る
も
の
な
り
と
い
ふ
あ
ひ

だ
に
隣
の
垣
ほ
よ
り
薄
き
烟
の
こ
な
た
ざ
ま
に
打
な
び
き
た
る
を
み
て

お
の
れ
雲
と
煙
と
み
え
に
け
る
か
な
と
い
ひ
て
な
ほ
か
く
も
の
に
つ

け
て
い
は
れ
ざ
る
事
な
し
と
い
ふ
を

を
さ
な
き
ゝ
て
立
ち
に
け
る
か
な
と
せ
ば
い
か
に
と
い
ふ
こ
は
か
の

あ
め
う
し
に
つ
か
れ
た
る
な
り
け
り
た
ち
に
け
る
と
い
は
ゝ
え
き
ゝ

と
る
ま
じ
う
お
ぼ
え
て
な
か
／
＼
の
し
れ
わ
ざ
せ
る
な
り
を
と
つ
年

の
頃
よ
り
月
に
花
に
ふ
れ
て
歌
よ
め
と
い
へ
ば
い
づ
れ
の
歌
を
か
よ

ま
む
と
い
ふ

こ
は
百
人
一
首
三
拾
六
人
の
古
歌
な
ど
よ
み
い
づ
る
事
な
り
と
思
へ

る
な
り

わ
が
思
事
を
よ
む
な
り
と
教
ふ
れ
ど

と
か
く
心
得
か
ね
て

人
の
よ
め
る
歌
な
ど
傍
ら
に
聞
き
覚
え
て
ず
し
な
ど
し
て
あ
り
し
な
り

け
ふ
し
も
お
の
が
い
へ
る
詞
に
よ
り
て
諭
し
た
る
に
て
心
得
た
る
な
り

立
ち
か
へ
り
て
思
ふ
に
歌
と
い
ふ
名
に
な
づ
み
よ
む
と
い
ふ
詞
に
ま

ど
へ
る
も
の
な
り
唯
月
を
い
へ
花
を
い
へ
な
つ
ど
い
は
ゝ
恐
ら
く

は
と
く
も
心
得
け
む
か
し

さ
て
つ
ぎ
／
＼
に
い
ひ
い
づ
る
を
き
く
に

か
た
な
り
な
る
は
い
ふ
に
た
ら
ず
そ
の
こ
こ
ろ
ば
へ
は
真
心
に
し
て
更

に
歌
の
外
な
ら
ず
（
中
略
）

や
が
て
お
の
が
も
の
と
な
れ
ば
其
は
た
ら
き
も
備
は
る
め
り
こ
は
稚

が
上
の
事
な
ら
ず
誰
も
／
＼
此
道
に
入
る
人
歌
と
い
ひ
よ
む
と
い

ふ
に
ま
ど
は
ざ
る
は
な
し
と
ぞ
思
ふ

『
桂
園
遺
文
』

「
古
今
集
の
序
に
見
る
も
の
き
く
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
出
だ
せ
る
な
り

と
あ
る
は
こ
の
歌
よ
む
こ
と
を
い
へ
る
な
り
」「
な
か
／
＼
の
し
れ
わ
ざ
せ
る

な
り
」
と
、
幼
き
子
の
思
う
が
侭
に
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
対
し
て
、

こ
ち
ら
が
引
け
を
取
る
様
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

歌
は
構
え
て
、
ど
ん
な
風
に
古
歌
を
う
ま
く
下
敷
き
に
し
て
詠
お
う
か
等
と
、

古
典
を
詰
め
こ
も
う
と
す
る
よ
り
も
、「
わ
が
思
事
を
よ
む
な
り
と
教
ふ
れ
ど
」

と
、
教
え
て
い
る
の
だ
が
、
な
か
な
か
「
と
か
く
心
得
か
ね
て
」
わ
か
っ
て
も

ら
え
ず
、
「
人
の
よ
め
る
歌
な
ど
傍
ら
に
聞
き
覚
え
て
ず
し
な
ど
し
て
あ
り
し

な
り
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

な
ぜ
其
の
様
に
な
っ
て
し
ま
う
か
と
い
う
と
、
「
歌
と
い
ふ
名
に
な
づ
み

よ
む
と
い
ふ
詞
に
ま
ど
へ
る
も
の
な
り
唯
月
を
い
へ
花
を
い
へ
な
つ
ど
い

は
ゝ
恐
ら
く
は
と
く
も
心
得
け
む
か
し
」「
歌
と
い
ひ
よ
む
と
い
ふ
に
ま

ど
は
ざ
る
は
な
し
と
ぞ
思
ふ
」
と
結
論
付
け
る
。

つ
ま
り
、
「
心
ば
え
は
真
心
」
こ
れ
こ
そ
が
歌
の
根
源
に
あ
る
べ
き
も
の

な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

古
典
を
基
礎
か
ら
充
分
に
習
得
し
、
深
く
学
ん
だ
上
で
の
、
次
の
ス
テ
ッ
プ

は
、
古
典
の
慣
習
か
ら
一
度
解
き
放
た
れ
、
対
象
を
素
直
に
直
視
し
、
原
点
に

戻
る
こ
と
で
あ
っ
た
。そ
れ
は
、幼
き
子
の
よ
う
な
自
由
な
発
想
で
歌
を
詠
み
、

真
の
心
の
発
露
こ
そ
が
歌
の
真
情
と
言
う
考
え
で
、
創
作
す
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
真
意
は
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
想
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
、
し
か
も
偶
然
に

一
致
し
た
と
は
思
え
な
い
。
大
き
な
時
流
に
乗
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
理
念
を
、

相
近
や
言
道
は
、
新
し
い
歌
作
り
の
流
れ
と
し
て
捉
え
、
歌
論
の
論
争
の
中
か

ら
も
切
磋
琢
磨
し
、
自
分
流
に
大
い
に
展
開
し
て
独
自
の
新
風
を
吹
か
せ
、
歌

論
の
実
践
へ
と
挑
ん
で
い
く
の
で
あ
っ
た
。（
続
く
）

 

 
 

注一
天
保
一
〇
年
頃
成
立
か
。
拙
稿
、
明
治
書
院
『
和
歌
文
学
大
系
』
第
七
四

巻
「
草
径
集
」
補
注
四
一
六
ペ
ー
ジ
下
段
六
行
目
、
参
照
。

二
天
保
一
四
年
か
ら
一
五
年
頃
成
立
か
。
右
同
書
、
上
段
一
八
行
目
、
参

照
。三

『
ひ
と
り
ご
ち
』は
、
福
岡
県
立
図
書
館
、
九
州
大
学
図
書
館
で
、
紙
焼
資

料
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
明
和
六
年
（
一
七
六
七
）
～
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
九
月
二
〇
日
、
七

〇
歳
に
て
没
。
名
は
幸
之
進
。
号
は
、
松
陰
。
福
岡
藩
士
。
御
料
理
人
頭
で
あ

っ
た
。
枡
木
屋
町
の
二
川
相
直
の
子
。
幼
く
し
て
亀
井
南
冥
に
師
事
。
ま
た
書

道
の
研
鑽
に
励
み
、
二
川
流
を
創
始
、
書
家
と
し
て
も
活
躍
。
国
学
を
田
尻
真

言
、
青
柳
種
信
に
学
ぶ
。
今
様
の
大
家
で
「
嶺
の
嵐
か
松
風
か
、
尋
ぬ
る
人
の

琴
の
音
か
、
駒
を
ひ
か
え
て
聞
く
ほ
ど
に
、
爪
音
し
る
き
想
夫
憐
」
が
有
名
。

遺
稿
に
『
鴫
の
は
ね
か
き
』
、
家
集
に
『
松
陰
歌
集
』
が
あ
る
。

五
濁
点
、
句
読
点
は
、
筆
者
。
行
移
り
は
、
原
本
の
通
り
と
す
る
。

（

）
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お
の
れ
と
り
あ
へ
ず
菫
の
雲
は
消
え
に
け
る
哉
と
打
ち
ず
し
て
さ
て

か
く
い
ふ
が
彼
歌
な
り
と
い
へ
ば
を
さ
な
驚
き
て
し
か
い
へ
ば
歌
に

や
と
い
ふ
貎
つ
き
い
さ
ゝ
か
心
得
た
り
げ
な
れ
ば

又
い
は
く
そ
こ
の
此
頃
よ
む
古
今
集
の
序
に
見
る
も
の
き
く
も
の
に

つ
け
て
い
ひ
出
だ
せ
る
な
り
と
あ
る
は
こ
の
歌
よ
む
こ
と
を
い
へ
る

な
り
猶
試
み
に
言
へ
と
い
へ
ば
い
へ
る
雲
が
み
ゆ
れ
ば
鐘
も
な
る
な

り
こ
は
黒
谷
の
入
相
う
し
ろ
の
烟
か
た
に
き
こ
ゆ
れ
は
ば
な
り
お

の
れ
ほ
め
た
ゝ
へ
て
し
か
り
／
＼
歌
は
さ
る
も
の
な
り
と
い
ふ
あ
ひ

だ
に
隣
の
垣
ほ
よ
り
薄
き
烟
の
こ
な
た
ざ
ま
に
打
な
び
き
た
る
を
み
て

お
の
れ
雲
と
煙
と
み
え
に
け
る
か
な
と
い
ひ
て
な
ほ
か
く
も
の
に
つ

け
て
い
は
れ
ざ
る
事
な
し
と
い
ふ
を

を
さ
な
き
ゝ
て
立
ち
に
け
る
か
な
と
せ
ば
い
か
に
と
い
ふ
こ
は
か
の

あ
め
う
し
に
つ
か
れ
た
る
な
り
け
り
た
ち
に
け
る
と
い
は
ゝ
え
き
ゝ

と
る
ま
じ
う
お
ぼ
え
て
な
か
／
＼
の
し
れ
わ
ざ
せ
る
な
り
を
と
つ
年

の
頃
よ
り
月
に
花
に
ふ
れ
て
歌
よ
め
と
い
へ
ば
い
づ
れ
の
歌
を
か
よ

ま
む
と
い
ふ

こ
は
百
人
一
首
三
拾
六
人
の
古
歌
な
ど
よ
み
い
づ
る
事
な
り
と
思
へ

る
な
り

わ
が
思
事
を
よ
む
な
り
と
教
ふ
れ
ど

と
か
く
心
得
か
ね
て

人
の
よ
め
る
歌
な
ど
傍
ら
に
聞
き
覚
え
て
ず
し
な
ど
し
て
あ
り
し
な
り

け
ふ
し
も
お
の
が
い
へ
る
詞
に
よ
り
て
諭
し
た
る
に
て
心
得
た
る
な
り

立
ち
か
へ
り
て
思
ふ
に
歌
と
い
ふ
名
に
な
づ
み
よ
む
と
い
ふ
詞
に
ま

ど
へ
る
も
の
な
り
唯
月
を
い
へ
花
を
い
へ
な
つ
ど
い
は
ゝ
恐
ら
く

は
と
く
も
心
得
け
む
か
し

さ
て
つ
ぎ
／
＼
に
い
ひ
い
づ
る
を
き
く
に

か
た
な
り
な
る
は
い
ふ
に
た
ら
ず
そ
の
こ
こ
ろ
ば
へ
は
真
心
に
し
て
更

に
歌
の
外
な
ら
ず
（
中
略
）

や
が
て
お
の
が
も
の
と
な
れ
ば
其
は
た
ら
き
も
備
は
る
め
り
こ
は
稚

が
上
の
事
な
ら
ず
誰
も
／
＼
此
道
に
入
る
人
歌
と
い
ひ
よ
む
と
い

ふ
に
ま
ど
は
ざ
る
は
な
し
と
ぞ
思
ふ

『
桂
園
遺
文
』

「
古
今
集
の
序
に
見
る
も
の
き
く
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
出
だ
せ
る
な
り

と
あ
る
は
こ
の
歌
よ
む
こ
と
を
い
へ
る
な
り
」「
な
か
／
＼
の
し
れ
わ
ざ
せ
る

な
り
」
と
、
幼
き
子
の
思
う
が
侭
に
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
対
し
て
、

こ
ち
ら
が
引
け
を
取
る
様
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

歌
は
構
え
て
、
ど
ん
な
風
に
古
歌
を
う
ま
く
下
敷
き
に
し
て
詠
お
う
か
等
と
、

古
典
を
詰
め
こ
も
う
と
す
る
よ
り
も
、「
わ
が
思
事
を
よ
む
な
り
と
教
ふ
れ
ど
」

と
、
教
え
て
い
る
の
だ
が
、
な
か
な
か
「
と
か
く
心
得
か
ね
て
」
わ
か
っ
て
も

ら
え
ず
、
「
人
の
よ
め
る
歌
な
ど
傍
ら
に
聞
き
覚
え
て
ず
し
な
ど
し
て
あ
り
し

な
り
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

な
ぜ
其
の
様
に
な
っ
て
し
ま
う
か
と
い
う
と
、
「
歌
と
い
ふ
名
に
な
づ
み

よ
む
と
い
ふ
詞
に
ま
ど
へ
る
も
の
な
り
唯
月
を
い
へ
花
を
い
へ
な
つ
ど
い

は
ゝ
恐
ら
く
は
と
く
も
心
得
け
む
か
し
」「
歌
と
い
ひ
よ
む
と
い
ふ
に
ま

ど
は
ざ
る
は
な
し
と
ぞ
思
ふ
」
と
結
論
付
け
る
。

つ
ま
り
、
「
心
ば
え
は
真
心
」
こ
れ
こ
そ
が
歌
の
根
源
に
あ
る
べ
き
も
の

な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

古
典
を
基
礎
か
ら
充
分
に
習
得
し
、
深
く
学
ん
だ
上
で
の
、
次
の
ス
テ
ッ
プ

は
、
古
典
の
慣
習
か
ら
一
度
解
き
放
た
れ
、
対
象
を
素
直
に
直
視
し
、
原
点
に

戻
る
こ
と
で
あ
っ
た
。そ
れ
は
、幼
き
子
の
よ
う
な
自
由
な
発
想
で
歌
を
詠
み
、

真
の
心
の
発
露
こ
そ
が
歌
の
真
情
と
言
う
考
え
で
、
創
作
す
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
真
意
は
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
想
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
、
し
か
も
偶
然
に

一
致
し
た
と
は
思
え
な
い
。
大
き
な
時
流
に
乗
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
理
念
を
、

相
近
や
言
道
は
、
新
し
い
歌
作
り
の
流
れ
と
し
て
捉
え
、
歌
論
の
論
争
の
中
か

ら
も
切
磋
琢
磨
し
、
自
分
流
に
大
い
に
展
開
し
て
独
自
の
新
風
を
吹
か
せ
、
歌

論
の
実
践
へ
と
挑
ん
で
い
く
の
で
あ
っ
た
。（
続
く
）

 

 
 

注一
天
保
一
〇
年
頃
成
立
か
。
拙
稿
、
明
治
書
院
『
和
歌
文
学
大
系
』
第
七
四

巻
「
草
径
集
」
補
注
四
一
六
ペ
ー
ジ
下
段
六
行
目
、
参
照
。

二
天
保
一
四
年
か
ら
一
五
年
頃
成
立
か
。
右
同
書
、
上
段
一
八
行
目
、
参

照
。三

『
ひ
と
り
ご
ち
』は
、
福
岡
県
立
図
書
館
、
九
州
大
学
図
書
館
で
、
紙
焼
資

料
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
明
和
六
年
（
一
七
六
七
）
～
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
九
月
二
〇
日
、
七

〇
歳
に
て
没
。
名
は
幸
之
進
。
号
は
、
松
陰
。
福
岡
藩
士
。
御
料
理
人
頭
で
あ

っ
た
。
枡
木
屋
町
の
二
川
相
直
の
子
。
幼
く
し
て
亀
井
南
冥
に
師
事
。
ま
た
書

道
の
研
鑽
に
励
み
、
二
川
流
を
創
始
、
書
家
と
し
て
も
活
躍
。
国
学
を
田
尻
真

言
、
青
柳
種
信
に
学
ぶ
。
今
様
の
大
家
で
「
嶺
の
嵐
か
松
風
か
、
尋
ぬ
る
人
の

琴
の
音
か
、
駒
を
ひ
か
え
て
聞
く
ほ
ど
に
、
爪
音
し
る
き
想
夫
憐
」
が
有
名
。

遺
稿
に
『
鴫
の
は
ね
か
き
』
、
家
集
に
『
松
陰
歌
集
』
が
あ
る
。

五
濁
点
、
句
読
点
は
、
筆
者
。
行
移
り
は
、
原
本
の
通
り
と
す
る
。

（

）
九
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