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葉

集

解

釈

の

基

盤

―

二

つ

の

歌

の
解

釈

を

通

じ

て
―

士
口

一

筆
者
は
、
昭
和
三
十

一
年
十
月
刊
行
の

「解
釈
と
鑑
賞
」
誌
上
に
、
中
大
兄
皇
子
の

「渡
津
海
乃
豊
旗
雲
爾
伊
里
比
沙
之
今
夜
乃
月
夜
清
明

己
曽
」

（万
葉
集
巻
一
、
一
五
）
の
歌
に
つ
い
て
の
私
見
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ

に

つ
い
て
は
少
か
ら
ぬ
異
論
も
あ

っ
た
ょ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
後
大
野
晋
氏
の
万
葉
時
代
に
お
い
て
は

「
こ
そ
」
が

「清
明
こ
そ
」
の
よ
う
に
文
の
末
尾
に
来
た
場
合
、
こ
れ
を
願
望
の

助
詞
と
す
べ
き
で
あ
り
、
通
説
の
よ
う
に
単
な
る
強
調
の
助
詞
と
み
て
、

「
こ
そ
ア
ラ
メ
」
の
省
略
形
と
考
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う

考
え
が
発
表
せ
ら
れ
た
の
で
、
結
論
的
に
は
私
見
の
正
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

前
稿
で
も
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
通
説
の
誤
り
は
、　
歌
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
、　
歌
を
美
し
く
解
し
ょ
う
と
し
た
た
め
の
誤
り
で
あ
っ

た
。
こ
の
歌
人
的
直
観
が
尊
重
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
が
歌
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
最
終
的
な
決
定
権
を
持

つ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
大
き
な
思
い
あ
が
り
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
万
葉
集
の
歌
は
決
し
て
現
代
歌
人
の
現
代
意
識
に
よ
る
創
作
で
は

な
い
の
で
あ

っ
て
、
当
然
時
代
的
背
景
を
無
視
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
時
、
ど
う
い
う
条
件
の
も
と
に
作

ら
れ
た
か
が
重
要
な
解
釈
の
要
素
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
初
期
の
歌
は
す
べ
て
人
事
に
関
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
背
景
を
無
視
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
危
険
で
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
万
葉

集
解
釈
に
お
け
る
歌
人
の
達
成
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
こ
と
に
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
歌
人
た
ち
の
寄
与
に
は
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の

が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
れ
に
は
自
ら
限
界
の
あ
る
こ
と
も
事
実
な
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
こ
に
島
木
赤
彦
の

「
万
葉
集
の
鑑
賞
及
び

そ
の
批
評
」
そ
の
他
に
見
ら
れ
る

一
、
二
の
誤
解
を
指
摘
し
て
、

一
つ
に
は
万
葉
歌
解
釈
に
お
け
る
筆
者
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
、　
一
つ
に
は

一
四

一

水

登



一
四
二

前
稿
に
お
い
て
紙
数
の
制
限
の
ゆ
え
に
他
日
を
約
束
し
た
責
を
果
し
た
い
と
考
え
る
。
た
だ

一
言
断

っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
三
章
述
べ
る
と

こ
ろ
は
、
前
稿
を
意
識
し
た
た
め
に
二
章
と
の
間
に
論
述
の
態
度
に
多
少
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二

巻
二
、

一
四
二
番
の

い
ひ

家
に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る

の
歌
に
つ
い
て
は
、
島
木
赤
彦
は
そ
の
著

「
万
葉
集
の
鑑
賞
及
び
そ
の
批
評
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

孝
徳
天
皇
の
皇
子
有
間
皇
子
が
斉
明
天
皇
の
時
に
謀
反
せ
ら
れ
た
た
め
、
紀
伊
に
送
ら
れ
て
、
藤
白
に
自
経
せ
ら
れ
た
。
そ
の
紀
伊
道
中

け

　
　
は

こ

で
の
歌
で
あ
る
。
笥
は
笛
で
あ

っ
て
、
食
を
盛
る
器
で
あ
る
。
…
…
草
枕
は
旅
の
枕
詞
で
あ
る
。
…
…
家
に
あ
れ
ば
身
分
相
応
の
食
器
に

飯
を
盛
る
。
そ
れ
が
図
ら
ざ
る
旅
の
身
と
な
っ
て
、
笥
に
盛
る
こ
と
も
出
来
ず
に
、
椎
の
葉
に
盛
る
と
言
う
て
、
忽
ち
に
し
て
身
の
上
の

変

っ
た
歎
き
を
叙
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
歌
に
は

「盛
る
」
と
い
ふ
詞
を
繰
り
返
し
て
ゐ
る
。
同
じ
詞
を
繰
り
返
す
の
は
、
子

ど
も
の
心
理
に
通
じ
た
現
れ
で
あ
る
。
…
…
当
時
の
素
撲
さ
を
現
す

一
つ
の
証
徴
で
あ
る
。
（六
一
頁
）

こ
の
赤
彦
の
解
釈
を
読
む
時
、
赤
彦
が

一
応
有
間
皇
子
が
ど
の
よ
う
な
時
に
作

っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
明

ら

か
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
解
釈
は
本
当
に
そ
う
し
た
史
実
に
立
っ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
赤
彦
は

「家
に
あ
れ
ば
身
分
相
応
の
食
器
に
飯
を
盛

る
。
そ
れ
が
図
ら
ざ
る
旅
の
身
と
な

っ
て
、
笥
に
盛
る
こ
と
も
出
来
ず
に
」
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
あ
れ
ば
用
い
る
の
で
あ
る

が
不
自
由
な
旅
ゆ
え
そ
れ
も
な
ら
ぬ
と
い
っ
た
自
由
な
旅
人
の
角
度
で
し
か
見
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
在
来
の
歴
史
的
背
景
に
目

を
く
れ
な
い
、
単
に
昔
の
旅
の
苦
し
さ
を
読
ん
だ
も
の
と
す
る
解
釈
と
そ
れ
ほ
ど
の
距
離
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
果
し
て
、
有
間
皇
子
に

は
そ
う
し
た
選
択
の
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
簡
単
に
当
時
の
皇
子
の
立
場
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
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舒
明
天
皇
が
な
く
な
っ
て
次
に
即
位
し
た
の
が
、
皇
后
の
皇
極
天
皇
で
あ
る
。
皇
極
天
皇
は
や
が
て
位
を
退
い
て
そ
の
地
位
を
弟
の
孝
徳
天

皇
に
譲
っ
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
時
天
皇
の
甥
に
あ
た
る
皇
極
天
皇
の
長
子
、
中
大
兄
皇
子
が
皇
太
子
と
し
て
天
皇
を
助
け
所
謂
大
化
の
改
新

を
行

っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
中
大
兄
皇
子
の
権
力
は
天
皇
を
し
の
ぐ
も
の
が
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、
当
時
都
は

難
波
の
長
柄
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、
天
皇
に
大
和
の
飛
鳥
に
遷
す
こ
と
を
願
い
出
て
許
し
が
出
な
い
か
ら
と
い
う
の
で
、
皇
太
子
は
、
母
の

皇
極
上
皇
と
妹
の
間
人
皇
后
を
引
つ
れ
て
さ
っ
さ
と
飛
鳥
の
地
に
引
き
上
げ
た
ご
と
き
、
そ
の
も
っ
と
も
甚
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
の

天
皇
の
歌
に

「
か
な
き
付
け
あ
が
飼
ふ
駒
は
引
出
せ
ず
あ
が
飼
ふ
駒
を
人
見
つ
ら
む
か
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
取
り
残
さ
れ
た
天
皇
の
怒
り
は

想
像
に
難
く
な
い
が
、
こ
の
こ
と
が
直
接
の
原
因
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
事
実
は
間
も
な
く
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
孝
徳
天
皇
の
皇
子
が

有
間
皇
子
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
皇
子
の
皇
太
子
に
対
す
る
気
持
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
も
、
お
お
よ
そ
見
当
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
斉

明
四
年
十

一
月
、
再
び
位
に
つ
い
た
皇
極
天
皇
即
ち
斉
明
天
皇
と
と
も
に
皇
太
子
の
中
大
兄
皇
子
が
紀
州
の
温
泉
に
出
か
け
た
時
、
蘇
我
赤
兄

に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
謀
反
す
る
気
持
に
な
っ
た
の
も
極
め
て
自
然
な
成
り
行
き
で
あ

っ
た
。
し
か
る
に
赤
兄
は
却
っ
て
皇
子
を
捕
え
て
そ
の
処

置
を
紀
州
の
皇
太
子
に
仰
ぎ
、
そ
の
指
図
に
よ
っ
て
、
十

一
月
九
日
に
皇
子
を
護
送
し
て
い
る
。
今
の
生
駒
郡
南
生
駒
あ
た
り
に
あ

っ
た
皇
子

の
邸
か
ら
紀
州
の
湯
崎
ま
で
送
ら
れ
て
、
そ
こ
で
皇
太
子
自
ら
訊
間
を
行

っ
た
の
で
あ
る
が
、
皇
太
子
の
間
に
対
す
る
皇
子
の

「
天
と
赤
兄
と

知
る
の
み
、
吾
は
も
は
ら
知
ら
ず
」
と
い
う
答
に
も
十
九
才
の
皇
子
の
精

一
杯
の
抗
議
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
一
通
り
の
訊

間
が
終

っ
た
皇
子
は
、
再
び
送
り
返
さ
れ
る
途
中
、
十

一
月
十

一
日
に
藤
代
の
地
で
殺
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
数
え
て
三
日
、
そ
の
間
睡
眠
も

と
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
訊
間
に
も
多
少
の
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
せ
い
ぜ
い
三
十
時
間
足
ら
ず
に
、
七
十
里
ば
か
り

を
飛
ば
す
と
い
う
強
行
軍
で
、
馬
を
用
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
想
像
を
超
え
た
速
度
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
少
し
も
さ
き
の
天
皇
の
皇
子
に
対
す

る
い
た
わ
り
な
ど
見
ら
れ
な
い
。
問
題
の
歌
は
、
そ
の
間
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
皇
子
に
は
も
と
ょ
り
食
器
を
選
ぶ
な
ど
と
い
う
自
由
は
あ
ろ

う
は
ず
も
な
い
の
で
あ
る
。

当
時
は
す
で
に
紀
州

へ
の
街
道
は
か
な
り
開
け
て
い
た
ょ
う
で
、
食
器
が
手
に
入
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
第

一
炊
事
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
は
、

「盛
る
飯
」
の
形
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
炊
事
が
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
食
器

一
つ
な
い
は
ず
も

な
い
の
で
あ
る
が
、
心
な
い
護
送
の
役
人
が
捕
わ
れ
の
皇
子
に
対
し
て
人
間
ら
し
い
取
扱
い
を
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
食
え
る
だ
け

で
も
お
慈
悲
と
思
え
ぐ
ら
い
の
気
持
も
あ

っ
て
、
あ
り
あ
わ
せ
た
椎
の
葉
に
盛

っ
て
与
え
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
椎
の
葉
に
飯
が
盛
れ

万

葉

集

解

釈
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盤
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一
四
四

る
と
か
盛
れ
な
い
と
称
ｈ
問
題
で
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
椎
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
差
支
え
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
を
歌

っ
た
有
間
の
皇
子

に
は
強
制
の
意
味
の
強
を
椎
の
中
に
き
か
せ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
皇
子
の
気
持
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
皇
子
の
事
件
は
、
書
紀
の
一
書
に
も

「
有
間
皇
子
、
蘇
我
臣
赤
兄
、
塩
屋
連

ひ
ね
り
ぶ
み

小
文
、
守
君
大
石
、
坂
合
部
連
薬
と
短

籍
を
取
り
て
謀
反
の
事
を
卜
ふ
。」
と
あ

っ
て
、
蘇
我
赤
兄
が
主
謀
者
の
一
人
で
あ

っ
た
こ
と
は
否
定

す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
赤
兄
が
皇
子
を
捕
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
日
で
は
多
分
皇
太
子
中
大
兄
皇
子
と
赤
兄
と
が
、
あ
ら
か

じ
め
し
め
し
合
わ
せ
た
事
件
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
赤
兄
の
そ
の
後
の
栄
達
な
ど
か
ら
考
え
て
も

っ
と
も
な
推
定
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
は
十
九
才
の
皇
子
も
や
は
り
気
付
い
た
こ
と
と
考
え
る
。
万
事
が
計
画
せ
ら
れ
た
事
件
で
あ

っ
た
と
考
え
れ
ば
、
護
送
せ
ら
れ
て
行

く
皇
子
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
腹
立
た
し
く
感
じ
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
皇
太
子
の
訊
間
に
対
す
る
つ
っ
ぱ
ね
る
よ
う
な
前
述
の

返
答
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
皇
子
に
も
道
中
、
果
し
て
実
行
に
移
し
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

磐
代
の
浜
松
が
枝
を
引
結
び
ま
さ
き
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
み
む

（巻
一て

一
四
こ

の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

「松
が
枝
を
引
結
」
ぶ
ぐ
ら
い
の
自
由
は
あ

っ
た
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、
食
事
は

一
々
護
送
役
人
の
手
を
わ
ず

ら
わ
す
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
意
志
で
ど
う
に
で
も
な
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
捕
わ
れ
の
人
で
あ
る
皇
子
に
は
も
と
よ
り
指
図
が
ま

し
い
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
自
由
が
な
い
だ
け
に
皇
子
の
神
経
を
刺
戟
す
る
こ
と
も
大
き
か
っ
た
は
ず
で
、
だ
か
ら
目
の
前

に
出
さ
れ
た
椎
の
葉
に
盛

っ
た
飯
に
対
し
て
は
、
た
と
え
そ
れ
が
悪
意
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
腹
を
立
て
る
こ
と

は
極
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
若
い
皇
子
に
も
怒
り
を
そ
の
ま
ま
実
行
に
移
す
こ
と
は
躊
躇
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ

れ
だ
け
の
自
制
力
は
あ

っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
問
題
の

「家
に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
」
の
歌
は
こ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
が
、　
そ
こ
に
は
皇
子
の
心
な
い
役
人
に
対
す
る
、　
後
世
の
言
葉
で
い
え
ば
武
士
の
情
を
知
ら
ぬ
奴
だ
と
い
っ
た
意
味
の
皮
肉

と
、　
自
ら
の
お
か
れ
た
境
遇
に
対
す
る
自
嘲
に
も
似
た
気
持
と
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。　
繰
り
返
し
て
い
う
。

「
椎
の
葉
に
盛
る
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
手
近
に
な
か
っ
て
仕
方
な
く
椎
の
葉
に
盛
っ
た
と
い
う
よ
う
な
皇
子
に
と
っ
て
恣
意
的
な

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
て
が
わ
れ
た
も
の
に
対
し
て
、
さ
て
さ
て
旅
と
い
う
も
の
は
こ
ん
な
に
も
不
自
由
な
も
の
な
の
か
な
あ
と
い
っ

た
ぎ
り
ぎ
り
の
抵
抗
な
の
で
あ
る
。



最
近
に
な
っ
て
、
こ
の
歌
が
前
引

「
磐
代
の
浜
松
が
枝
を
引
結
び
」
の
歌
と
と
も
に
、
同
じ

「有
間
皇
子
自
ら
傷
み
て
松
が
枝
を
結
べ
る
歌

二
首
」
の
題
詞
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
共
に
民
俗
に
関
連
あ
り
と
し
て
、
飯
を
盛
る
こ
と
ま
で
祭
神
の
行
事
で
あ
る
と
す
る
説
が

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
結
び
松
を
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
飯
を
盛
る
こ
と
を
も
同
じ
よ
う
に
見
る
こ
と
に
は

賛
成
出
来
か
ね
る
。
飯
を
盛
る
他
の
唯

一
の
例
は
筑
前
志
賀
の
海
人
の
歌
十
首
の
中
、

荒
雄
ら
を
来
む
か
来
じ
か
と
飯
盛
り
て
門
に
出
で
立
ち
待
て
ど
来
ま
さ
ず

（巷
十
二貧

三
八
六
こ

に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
飯
を
盛
る
の
は
、
舟
出
し
た
ま
ま
帰
ら
な
い
海
人
の
た
め
に
家
人
が
蔭
膳
を
据
え
て
、
そ
の
帰
り
を
待
つ
歌
と

思
わ
れ
る
。
か
り
に
神
を
祭
る
行
事
だ
と
し
て
も
、
こ
の
場
合
は
す
で
に
消
息
を
絶

っ
て
安
否
の
明
ら
か
で
な
い
海
人
の
帰
り
を
祈
る
の
で
あ

る
か
ら
、
有
間
皇
子
の
場
合
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
何
ゆ
え
結
び
松
と
同
じ
題
詞
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
に
、
多
分
食
事

時
に
か
た
わ
ら
に
松
が
あ
っ
た
の
を
結
ぼ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
同
時
に
作
ら
れ
た
歌
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
歌
が
巻
の
二
の
挽
歌
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
編
纂
者
は
こ
の
歌
を
単
な
る
旅
の
苦

痛
を
よ
ん
だ
歌
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

っ
て
、
死
に
つ
な
が
る
挽
歌
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
赤
彦
の
理
解
の
あ
ま
さ
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
赤
彦
は
ま
た
こ
う
も
い
っ
て
い
る
。

大
凡
、
万
葉
を
説
く
も
の
、
歌
の
直
情
吐
露
な
る
と
言
う
て
、
そ
の
表
現
に
主
観
句
の
多
い
を
想
う
て
ゐ
る
も
の
多
き
は
、
万
葉
の
歌
に

徹
せ
ず
し
て
、
漫
然
万
葉
を
説
い
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
し
て
も
、
自
己
境
遇
の
変
遷
を
歎
く
の
心
が
、
内
に
切
に
し
て
、
外

に
何
等
の
主
観
句
を
用
ひ
て
は
を
ら
ぬ
。
主
観
句
を
用
ひ
ず
し
て
、
却
っ
て
、
主
観
の
深
く
泌
み
出
て
ゐ
る
を
覚
ゆ
る
の
は
、
こ
れ
を
写

生
の
心
理
に
通
じ
て
考

へ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
写
生
を
以
っ
て
没
主
観
な
り
と
て
、
理
智
的
表
現
な
り
と
し
、
甚
し
き
は
芸
術

上
の
啓
蒙
運
動
な
り
な
ど
説
い
て
ゐ
る
も
の
は
、
有
間
皇
子
の
こ
の
歌
に
対
し
て
も
、
同
じ
く
理
智
的
で
あ
り
、
没
主
観
で
あ
る
と
す
る

で
あ
ろ
う
。
さ
う
い
ふ
浅
解
者
は
語
る
に
足
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（万
葉
集
の
鑑
賞
及
び
其
批
評
　
二貧
一頁
）

こ
れ
を
読
ん
で
赤
彦
の
写
生
道
の
幅
の
広
さ
を
知
る
こ
と
は
出
来
よ
う
。
し
か
し
、

「自
己
境
遇
の
変
遷
を
歎
く
」
と
い
う
あ
た
り
、
理
解

の
不
足
は
お
お
う
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
ど
こ
ま
で
も
所
与
の
中
で
の
抵
抗
で
あ
り
、
決
し
て
所
謂
旅
人
の
立
場
か
ら
自
己
の
意

志
を
も

っ
て
し
た
描
写
で
は
な
い
。
本
来
、
赤
彦
の
作
歌
に
対
す
る
立
場
は
所
謂
鍛
錬
道
で
あ

っ
て
、
き
わ
め
て
き
び
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ

万

葉

集

解

釈

の
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四
六

れ
だ
け
に
ゆ
る
ぎ
の
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
赤
彦
の
立
場
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
万
葉
歌
人
の
そ
れ
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
赤
彦
的
立
場
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
、
そ
の
立
場
か
ら
眺
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
時
あ
っ
て
ず
ね
の
生
じ
る
の
も
当

然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
そ
の
一
例
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
作
者
の
意
図
必
ず
し
も
読
者
の
共
感
を
よ
ぶ
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作

者
の
意
図
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
表
現
面
に
そ
う
し
た
も
の
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
仕
方
が
な
い
。
が
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
作
者
の
意
図
と
は
遠
い
と
こ
ろ
で
喝
朱
す
る
の
も
喜
劇
以
上
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
　
こ
う
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
即
ち
皇
子
の
歌
は
本
来
赤
彦
的
立
場
に
あ
っ
て
よ
ま
れ
た
皇
子
な
ら
ぬ
別
人
の
歌
で
あ
っ
た
の

が
、
作
者
を
失

っ
て
、
た
ま
た
ま
皇
子
の
作
と
な
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
あ
り
え
な
い
こ
と
で
も
な
か
ろ
う
が
、
し
か
し
今
の
場

合
に
は
何
の
証
拠
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
す
で
に
皇
子
に
結
び
つ
け
た
人
の
意
識
に
は
明
ら
か
に
赤
彦
的
で
な
い
も
の
が
あ

っ
た
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

三

巻

一
の
斉
明
天
皇
の
時
代
の
歌
に
有
名
な
三
山
の
歌
が
あ
る
。

中

大

兄

三

山

歌

一
首

香
具
山
は
　
畝
傍
男
々
し
と
　
耳
成
と
　
相
争
ひ
き
　
神
代
よ
り
　
か
く
な
る
ら
し
　
古
へ
も
　
し
か
な
れ
こ
そ
　
虚
蝉
も
　
つ
ま
を

争
ふ
ら
し
き

（巻
一
、
〓
こ

反

歌

香
具
山
と
耳
成
山
と
あ
ひ
し
時
立
ち
て
見
に
来
し
伊
南
国
原

（
一
四
）

渡
津
海
乃
豊
旗
雲
爾
伊
理
比
沙
之
今
夜
乃
月
夜
清
明
己
曽

（
一
五
、
「沙
之
〓
死
暦
校
本
、
類
衆
古
集

「爾
之
」、
西
本
願
寺
本
等

「
耐
之
」
但
ンン訓

ハ
元
暦
校
本
、
類
衆
古
集
等
「
さ
し
」
ト
ア
リ
）

右

一
首
歌
今
案
ず
る
に
反
歌
に
似
ざ
る
也
、
但
し
旧
本
此
の
歌
を
以
っ
て
反
歌
に
載
す
、
故
に
今
猶
此
こ
に
載
す
る
か
、
…
…

こ
れ
ら
三
首
の
中
最
後
の
歌
に
つ
い
て
は
左
注
で
も
す
で
に
疑
っ
て
い
る
よ
う
に
、
反
歌
と
見
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
新
註



の
多
く
は

一
応
本
文
を
尊
重
し
て
反
歌
の
線
に
沿
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
た
め
に

「
三
首
共
播
磨
で
の
御
作
と

す
れ
ば
、
無
理
な
く
解
さ
れ
る
」

（佐
佐
木
評
釈
　
巻
第
一
、
一一四
頁
）
と
い
う
立
場
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
説
は
数
的
に
は
有
力
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
強
引
に
す
ぎ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

一
つ
の
理
由
は
、

中
大
兄
皇
子
が
斉
明
天
皇
の
時
に
播
磨
に
出
か
け
た
様
子
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
斉
明
七
年
、
中
大
兄
皇
子
は
天
皇
と
共
に
新
羅
を
討
つ
た
め

に
九
州
に
軍
を
す
す
め
て
い
る
。
こ
の
時
は

一
月
六
日
に
難
波
の
三
津
を
出
帆
し
て
、
八
日
に
は
備
後
大
伯
即
ち
今
の
牛
窓
の
海
上
、
十
四
日

に
は
伊
予
の
熟
田
津
に
つ
い
て
い
る
。
途
中
播
磨
に
上
陸
し
た
様
子
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
の
可
能
性
も
な
い
。
帰
途
も
同
様
で
、
天
皇
の
喪

を
秘
し
た
ま
ま
、
翌
八
年
の
十
月
七
日
に
博
多
を
出
帆
し
、
二
十
三
日
に
は
難
波
の
港
に
帰
り
つ
い
た
の
で
あ

っ
た
。
も
と
ょ
り
播
磨
上
陸
の

記
事
も
見
え
な
い
し
、
そ
ん
な
余
裕
の
あ
る
船
旅
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
後
商
本
宮
即
ち
斉
明
朝
の
枠
を
は
ず
す
と
す
れ
ば
、
舒
明
天
皇
十

一
年
の
行
幸
の
度
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は
中

大
兄
皇
子
は
二
十
六
七
歳
で
、
も
し
行
を
共
に
し
て
い
た
ら
途
中
播
磨
に
立
寄

っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
釈
日
本
紀
に
引
か

れ
て
い
る
道
後
温
泉
の
碑
文
に
よ
る
と
皇
子
は
随

っ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
碑
文
に
は
歴
代
の
天
皇
の
五
度
の
行
幸
の
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
最
後
の
度
の
は
前
記
斉
明
七
年
の
こ
と
で
、

後
岡
本
天
皇
、
近
江
大
津
宮
御
宇
天
皇
、
浄
御
原
天
皇
の
三
躯
を
も

っ
て

一
度
と
な
す
。

と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
近
江
天
皇
、
浄
御
原
天
皇
が
そ
れ
ぞ
れ
中
大
兄
、
大
海
人
の
二
皇
子
で
あ
っ
て
、
当
時
は
ま
だ
天
皇
の
位
に
つ
い
て
い

な
い
の
で
あ
る
が
、
後
の
即
位
を
前
に
及
ぼ
し
て
天
皇
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
四
度
目
の
舒
明
天
皇
の
度
の
は
、
た
だ

岡
本
天
皇
並
び
に
皇
后
二
躯
を
も

っ
て
一
度
と
な
し

と
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。　
も
し
こ
の
時
、
中
大
兄
皇
子
が
同
行
し
て
い
る
な
ら
ば
、　
当
然
五
度
目
の
よ
う
に
近
江
天
皇
の
名
が
見
え
る
べ
き

で
、
そ
の
名
の
見
え
な
い
こ
と
こ
そ
、
皇
子
が

一
行
中
に
加
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
播
磨
風
土
記
に
天
智
天
皇
の
巡
幸
記
事
の
な
い
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
風
土
記
の
性
質
か
ら
い
っ
て
も
、
天
皇
、
皇
太
子
に

関
す
る
記
事
を
洩
ら
す
こ
と
は
ま
ず
あ
る
ま
い
。
以
上
、
何
れ
の
点
か
ら
考
え
て
も
中
大
兄
皇
子
が
播
磨
の
地
を
踏
ん
で
い
る
様
子
が
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
播
磨
に
あ
っ
て
の
作
と
す
る
通
説
は
今

一
度
考
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

通
説
の
あ
た
ら
な
い
今

一
つ
の
理
由
は
、
反
歌

一
般
の
性
質
か
ら
考
え
た
場
合
に
も
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
万
葉
集
に
お
い
て
は
、
反

万

葉

集
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釈
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歌
は
長
歌
の
内
容
を
簡
単
に
繰
り
返
す
か
、
も
し
く
は
い
い
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
補
う
か
の
二
つ
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
の
歌

を
反
歌
と
す
る
時
、
そ
の
何
れ
に
も
当
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
編
纂
者
さ
え
疑
っ
て
い
る
こ
と
は
左
注
に
詳
し
い
。
こ
れ
を
反
歌
と
見
な

い
も
の
は
代
匠
記
を
は
じ
め
と
し
て
古
註
の
多
く
が
そ
れ
で
あ
り
、
新
し
い
も
の
に
も
全
釈
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
新
註
の
多
く
は
本
文
を

尊
重
し
て
反
歌
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
今
や
そ
の
根
拠
を
失
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
考
え

直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
と
も
と
、
誤
り
は
偶
然
に
し
か
も
し
ば
し
ば
生
じ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
編
纂
者
が
す
で
に
誤
り
で
な
い
か
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
当
時
の

有
力
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
な
い
。
だ
か
ら
、
本
文
尊
重
の
あ
ま
り
、
正
し
い
批
判
を
無
視
す
る
こ
と
は

考
え
も
の
で
、
共
に
中
大
兄
皇
子
の
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
隣
り
あ

っ
て
書
か
れ
て
い
た
も
の
が
、
何
か
の
機
会
に
題
詞
を
失

っ
て
、
反
歌
の

よ
う
な
形
に
な

っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
と
に
長
歌
の
題
詞
に

「
三
山
歌

一
首
」
と
あ
っ
て
、
反
歌
の
数
に
及
ん
で
い
な
い
の
は
、
ま

ぎ
れ
る
可
能
性
の
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
上
述
の
よ
う
に
こ
の
歌
を
三
山
歌
か
ら
切
り
離
し
た
と
し
て
、
そ
の
解
釈
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
在
来
、
こ
の
歌
の

定
説
的
な
解
釈
は
、
切
り
離
す
か
離
さ
な
い
か
の
区
別
な
く
、

海
の
上
に
棚
引
い
た
立
派
な
布
の
や
う
な
雲
に
、
入
日
の
光
が
映
っ
て
、
実
に
美
し
い
景
色
だ
。
こ
の
様
子
で
は
、
今
夜
の
月
は
き
っ
と

澄
み
渡

っ
て
佳
い
に
違
な
い
よ
。

（全
釈
第
一
肝
、
一一一〇
頁
）

と
い
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
即
ち

「
入
日
さ
し
」
を

「
入
日
さ
し
か
」
と
解
し
、

「清
明
こ
そ
」
を

「
清
明
こ
そ
ア
ラ
メ
」
の
ア
ラ
メ
の
略
さ

れ
た
形
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
解
に
対
し
て
は
異
説
も
あ
っ
て
、
例
え
ば
す
で
に
古
義
で
は

此
の
風
景
の
お
も
し
ろ
き
海
浜
に
し
て
、
今
夜
の
月
見
む
と
お
も
ふ
時
し
も
、
入
日
の
空
に
心
な
く
雲
の
棚
引
よ
、
か
く
て
こ
よ
ひ
の
月

も
さ
や
か
な
ら
じ
を
、
い
か
で
か
の
入
日
の
影
の
こ
ゝ
こ
ろ
よ
く
て
り
て
、
雲
も
は
れ
て
ゆ
き
、
今
夜
の
月
し
も
さ
や
か
に
有
れ
か
し
。

…
…

（普
及
版
、　
一
、
三
二
八
頁
）

の
よ
う
に
、

「
入
日
さ
し
」
を
何
処
ま
で
も
中
止
法
と
見
て
下
の

「
こ
そ
」
に
か
け
、
そ
の

「
こ
そ
」
を
も
願
望
の
助
詞
と
解
し
て
い
る
。

二
つ
の
解
釈
を
く
ら
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
気
づ
く
こ
と
は
、　
一
つ
は

「
入
日
さ
し
」
を

「
入
日
さ
し
ヌ
」
と
解
す
る
か
、
中
止
形
と
し
て
下

の

「
こ
そ
」
に
か
け
る
か
の
相
違
で
あ
り
、
他
は

「
こ
そ
」
を

「
こ
そ
ア
ラ
メ
」
と
解
す
る
か
、
願
望
の
助
詞
と
見
る
か
の
相
遠
で
あ
る
。
し



か
し
、
文
法
的
に
い
え
ば
当
然
中
止
法
と
し
て
下
の

「
こ
そ
」
に
か
け
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
前
章
に
引
用
し
た

「岩
代
の
浜
松
が
枝
を
引

結
び
ま
さ
き
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
み
む
」
の
例
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
即
ち
こ
の
歌
は

…
…
引
き
結

（
び
）
バ
ー
ー

↑―

…
…
ま
た
か
へ
り
み
↓
む
　
で
あ
っ
て

決
し
て
、
…
…
引
き
結
び
ヌ
…
…
ま
た
か
へ
り
み
む
」
で
な
い
こ
と
は
諸
註
例
外
が
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
今
の
場
合
に
通
説
が
こ
れ
を
否
定
す
る
の
は

（
「
こ
そ
」
を
）
若
し
願
の
意
と
せ
ば
、
上
は
動
詞
存
在
詞
の
連
用
形
を
以
て
せ
ざ
る
べ
ら
か
ず
、
か
く
て

「
き
よ
く
て
り
こ
そ
」
な
ど

い
ふ
よ
み
方
も
出
で
き
た
る
な
れ
ど
、
さ
る
時
は

「
入
日
さ
し
」
を
も
願
ふ
目
的
に
せ
ず
は
、
上
下
う
ち
合
は
ず
。
入
日
さ
し
を
も
願
ふ

意
に
せ
ば
、
こ
の
歌
何
を
見
て
よ
め
り
や
も
わ
か
ら
ぬ
こ
と
と
な
り
て
全
く
意
を
な
さ
ぬ
な
り
。

（講
義
巻
第
一
、
九
一
頁
）

と
い
っ
た
よ
う
に
、

「
入
日
さ
し
」
を
下
に
か
け
る
と
現
実
に
豊
旗
雲
に
入
日
の
美
し
く
さ
し
て
い
る
様
子
を
見
て
と
の
映
像
が
消
え
る
か
ら

な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
く
ら
美
し
い
映
像
が
消
え
る
か
ら
と
い
っ
て
文
法
を
無
視
す
る
こ
と
は
問
題
で
、
こ
う
し
た
破
格
の
例
が
あ
る

か
ど
う
か
は
当
然
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
多
少
と
も
触
れ
て
い
る
の
は
井
上
通
泰
の
新
考
だ
け
と
い
え
ょ
う
か
。

新
考
は月

の
あ
か
か
ら
む
事
を
望
む
が
目
的
に
て
其
仲
介
と
し
て
雲
に
入
日
の
さ
さ
む
事
を
望
む
な
ら
ば
わ
た
つ
み
の
と
よ
は
た
雲
に
入
日
さ
せ

こ
よ
ひ
の
つ
く
よ
あ
か
く
て
る
が
ね
な
ど
い
ふ
べ
く
今
の
如
く
に
ま
ぎ
ら
は
し
く
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
…
…
叉
イ
リ
ヒ
サ
シ
と
い
へ
る
は

古
格
に
て
今
な
ら
ば
イ
リ
ヒ
サ
シ
ヌ
と
い
ひ
切
る
べ
き
を
イ
リ
ヒ
サ
シ
と
い
ひ
す
て
た
る
に
て
古
今
集
な
る
カ
リ
ク
ラ
シ
タ
ナ
バ
タ
ツ
メ

ニ
ヤ
ド
カ
ラ
ム
の
カ
リ
ク
ラ
シ
と
同
格
な
り
。

（新
考
第
〓
二
一
頁
）

と
い
っ
て
い
る
。
ま
ぎ
ら
わ
し
い
い
い
方
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
も
勝
手
な
い
い
分
だ
が
、
何
ょ
り
も
大
き
い
誤
り
は
例
に
引
い
て
い
る

古
今
集
の

「
狩
り
暮
ら
し
」
を

「
狩
り
暮
ら
し
ヌ
」
と
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
は
当
然
と
い
い
な
が
ら
下
の
句
が
あ
っ
て
、
全

体
は

「
狩
り
暮
ら
し
七
夕
つ
女
に
宿
か
ら
む
天
の
川
原
に
我
は
来
に
け
り
」
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
訳
は

い
っ
そ
の
事
今
日

一
日
を
此
処
で
狩
り
暮
ら
し
て
、
棚
機
様
に
今
杏
の
宿
を
借
ら
う
ぞ
、
歩
き
ま
は
っ
て
、
丁
度
幸
ひ
棚
機
の
居
る
天
の

川
の
川
原
に
、
思
ひ
か
け
ず
来
た
わ
い
。

（金
子
一九
臣
、
古
今
集
評
釈
、
四
九
一一一頁
）
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一
五
〇

に
つ
き
て
い
る
。

「
狩
り
暮
ら
し
」
は
ま
だ
狩
り
暮
ら
し
て
は
い
な
い
の
で
あ

っ
て

狩
り
暮
ら

（
し
）
サ
ー
ー
ー

↑
―

棚
機
つ
女
に
宿
借
ら
↓
む
　
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
註
釈
家
と
い
う
も
の
は
勝
手
な
も
の
で
、
同
じ
金

子
氏
が
自
ら
の
万
葉
集
評
釈
の
中
で
は
新
考
の
説
、
即
ち
こ
の
歌
を
例
に
引
い
て

「
入
日
さ
し
ヌ
」
と
解
し
て
い
る
の
だ
か
ら
始
末
が
悪
い
。

結
局
正
し
い
語
法
的
説
明
を
し
て
い
る
も
の
は

一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
強
引
さ
は
ど
こ
か
ら
来
る
か
と
い
う
に
、
さ
き
に
も

い
っ
た
よ
う
に
破
格
と
解
し
な
い
か
ぎ
り
、
歌
と
し
て
は
つ
ま
ら
ぬ
も
の
と
な
る
と
い
う
に
あ
る
。
島
木
赤
彦
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

…
…
海
上
遥
か
に
棚
曳
け
る
豊
旗
雲
で
あ
る
。
そ
れ
に
入
日
が
刺
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
だ
け
で
、
如
何
に
も
壮
大
雄
偉
の
感
が
起
る
。
四
五

句
更
に
そ
れ
を
受
け
て
、

「今
夜
の
月
夜
清
け
く
こ
そ
」
と
言
う
て
ゐ
る
。
…
…
こ
の
下
三
句
、
今
省
の
月
夜
は
清
明
け
く
こ
そ
あ
れ
。

２
口永
云
う
。
「
こ
そ
あ
ら
め
」
の
つ
も
り
で
、
命
令
の
意
で
は
な
い
）
と
断
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ

っ
て
、　
上
旬
の
壮
ん
な
る
勢
を
受
け
て
、
大
磐

石
の
如
く
据
わ
り
得
て
ゐ
る
と
い
ふ
感
が
あ
る
。
…
…
境
は
海
浜
で
あ
る
。
海
上
遜
か
に
豊
旗
雲
が
棚
引
き
、
そ
れ
に
夕
日
の
光
が
さ
し

て
ゐ
る
。
今
夜
の
清
明
な
る
こ
と
想
ふ
べ
し
と
断
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ

っ
て
、
気
字
の
広
濶
雄
大
な
る
こ
と
、
多
く
比
を
見
な
い
ほ
ど
の

歌
で
あ
る
。
第
二
句

「刺
す
」
と
言
は
ず
し
て

「
刺
し
」
と
い
ふ
中
止
法
を
用
ひ
て
、
語
を
言
ひ
さ
し
に
し
て
ゐ
る
。
さ
う
い
ふ
所
が
こ

の
歌
を
大
柄
に
し
て
ゐ
る
こ
と
、
作
歌
者
の
特
に
注
意
す
べ
き
所
で
あ
る
。
歌
を
大
柄
に
し
よ
う
と
し
て

「刺
し
」
を
用
ひ
た
の
で
は
な

い
。
大
柄
な
気
字
が
自
然
に
斯
様
な
句
法
に
到
達
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、
歌
の
根
本
問
題
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、

更
に
深
く
作
歌
者
の
心
を
致
す
べ
き
所
で
あ
ろ
う
と
思
ふ
。
こ
の
歌
、
実
に
中
大
兄
皇
子
の
大
化
改
新
の
大
業
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
高
壮

な
る
気
字
を
想
見
せ
し
む
る
に
余
り
あ
る
ほ
ど
の
御
歌
で
あ
っ
て
、
或
説
の
如
く
、
こ
の
歌
他
よ
り
の
宣
入
で
あ

っ
て
、
中
大
兄
皇
子
御

作
で
あ
る
ま
い
と
す
る
が
如
き
は
、
小
生
の
取
ら
な
い
所
で
あ
る
。
万
葉
集
を
通
じ
て
の
秀
作
で
あ
ら
う
。
（万
葉
集
の
鑑
賞
及
び
其
批
評
、

七
四
頁
）

こ
れ
に
ょ
る
と

「
刺
し
ヌ
」
の
意
の
と
こ
ろ
に

「
刺
し
」
と
あ
る
こ
と
は
破
格
で
あ
る
と
さ
え
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
、　
一
首
が
す
ぐ
れ
て

い
る
た
め
に
は
当
然
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
で
あ
る
。
こ
う
な
れ
ば

「
刺
し
」
の
語
法
上
の
論
議
な
ど
問
題
で
な
い
の
で
あ

っ
て
、

し
ば
ら
く
冷
却
期
間
を
お
く
こ
と
に
し
て
、
他
の
方
面
か
ら
考
え
て
行
く
よ
り
外
は
な
い
。

通
説
で
は
前
述
の
よ
う
に
、　
旗
雲
に
入
日
の
さ
し
て
い
る
状
景
を
眺
め
て
、　
今
杏
の
月
は
美
し
く
あ
る
だ
ろ
う
と
歌

っ
て
い
る
こ
と
に
な



る
。
こ
れ
に
よ
る
と
下
の
句
は

一
応
情
意
に
よ
る
判
断
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
夕
方
横
雲
に
入
日
が
さ
し
て
夕
焼
け
す
れ
ば
暗
夜
で
あ
る
と
す

る
経
験
―
―
朝
焼
け
間
を
出
で
ず
夕
焼
け
遠
く
走
る
と
も
い
う
―
―
が
い
わ
せ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
主
観
の
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
全
体
は
客
観
的
な
叙
景
歌
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
叙
景
歌
的
な
も
の
が
斉
明
天
皇
の
頃
に
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
か
。

当
時
の
人
が
景
色
の
美
し
さ
に
う
た
ね
た
こ
と
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
歌
と
い
う
形
式
で
表
現
す
る
に
は
な
お
時
が
要
し
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
当
時
の
歌
は
ま
だ
ま
だ
生
活
と
密
接
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
景
色
の
美
そ
の
も
の
を
歌
っ
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
念

の
た
め
に
土
屋
文
明
氏
の
万
葉
集
年
表
に
よ
っ
て
し
ら
べ
る
こ
と
に
す
る
。

１
、
仁
徳
朝
の
七
首
、

（
八
五
―
九
〇
、
四
八
四
）
い
ず
れ
も
妻
が
夫
を
恋
す
る
歌

２
、
九
恭
朝
の
一
首
、

（
三
二
六
三
）
夫
の
妻
に
対
す
る
愛
情
を
歌

っ
た
も
の

３
、
雄
略
朝
の
三
首
、

（
一
）
妻
問
い
、

（
六
六
四
）
鹿
を
思
う
、

（
三
三
三

一
）
挽
歌

４
、
推
古
朝
の
五
首
、

（
四

一
五
）
挽
歌
、

（
三
二
四
三
）
山
路
の
難
渋
を
歌
う
、

（
三
三
六
〇
―
六
三
）
恋
愛
の
歌

５
、
舒
明
朝
の
一
五
首
、　
公
じ

国
見
の
歌
、

（
三
、
四
）
狩
猟
中
の
天
皇

へ
の
献
歌
、

（
五
、
六
）
旅
で
家
を
思
う
、

（
四
八
五
―
八
七

三
二
六
八

・
六
九
）
人
を
思
う
、

（
一
五

一
一
）
鹿
を
思
う
、

（
三
三

一
四
―

一
七
）
夫
婦
間
の
間
答

６
、
斉
明
朝
の
一
三
首
、

（
七
―

一
二
、

〓
全
ハ
五

・
六
六
）
旅
情
、

（
一
四

一
、
四
三
）
自
ら
の
悲
運
を
歎
く
、

（
三
二
―

一
五
）
問
題

の
歌
を
含
む
三
山
歌

７
、
天
智
朝
の
四
〇
首
、

（
一
七
・
一
八
）
故
郷
を
偲
ぶ
、
２

九
―
二

一
、
九

一
―

一
〇
二
、
四
八
八

・
八
九
、

一
四

一
九
、

〓
ハ
〇
六

・

〇
七
、
三
二
九
二

・
九
四
）
恋
愛
歌
、

（
一
四
七
―

一
五
五
）
死
に
関
す
る
も
の
、

（
〓
ハ
）
春
秋
の
優
劣
を
判
じ
た
も
の

８
、
天
武
朝
の
三
五
首
、　
金
≡
一九
）
警
喩
歌
、

（
四
二
六
〇

・
六

一
）
頌
歌
、　
公
〓
じ

若
さ
を
讃
え
る
、

（
一
〇
三

・
四
、

一
〇
七
―

九
、
四
九
〇

・
九

一
、
三
八
〇
七
、
三
二
四
五
―
四
七
）
相
聞
歌
、　
公
三
二
・
四
）
流
諦
に
関
す
る
も
の
、

（
一
五
六
―
八
）
死
に
関

す
る
も
の
、　
２

五
九
―
六

一
、

三
全
ニ
ー
六
六
、
四

一
六
）
挽
歌
、

（
一
〇
五

・
六
）
人
を
思
う
、　
公
一七
）
旅
情
に
関
す
る
歌
、

（
二
〇
三
三
）
七
夕
の
歌
、

（
一
五

一
三
）
雨
を
い
と
う
、

（
三
八
八
六
）
乞
食
の
歌
と
夏
雑
歌
に
分
類
せ
ら
れ
て
い
る

雇
公
鳥
い
た
く
な
鳴
き
そ
汝
が
声
を
五
月
の
玉
に
あ
へ
貫
く
■
で
に

（巻
八
、
一
四
二ハ
五
、
藤
原
夫
人
作
）
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一
五
二

の

一
首
と
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
、
何
れ
も
例
外
な
く
人
事
も
し
く
は
叙
情
に
関
す
る
歌
ば
か
り
で
あ

っ
て
、
叙
景
的
な
歌
は
見
ら
れ
な
い
。
持
統
朝
に
な

っ
て

は
じ
め
て
有
名
な

春
過
ぎ
て
夏
来
た
る
ら
し
自
妙
の
衣
ほ
し
た
り
天
の
香
具
山

（巻

一
、
一一八
）

の
歌
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
祭
の
歌
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ

っ
て
純
粋
叙
景
歌
と
見
な
い
人
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
た

と
え
叙
景
歌
と
見
て
も
作
ら
れ
た
年
代
は
大
体
藤
原
宮
遷
都
後
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
　
斉

明

朝
と
の
間
に
は
四
十
年
ば
か
り
の
開
き
し
か
な
い

が
、
実
は
こ
の
四
十
年
こ
そ
中
に
壬
申
の
乱
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
壬
申
の
乱
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
著
し
い
変
化
を

来
し
た
時
期
で
、
す
で
に
人
麿
な
ど
も
活
動
を
は
じ
め
、
歌
の
世
界
に
も
よ
う
や
く
新
し
い
傾
向
が
見
え
て
い
る
。
だ
か
ら
叙
景
的
な
歌
も
あ

ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
極
め
て
少
数
で
、
大
勢
は
依
然
と
し
て
人
事
関
係
と
叙
情
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

斉
明
朝
の
歌

に
は
ま
だ
叙
景
的
な
も
の
が
な
い
こ
と
上
述
の
よ
う
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
う
し
た
考
え
に
立

っ
て
で
あ
ろ
う
、
折
口
信
夫
博

士
は

後
世
の
或
人
、
た
と
え
ば
高
市
黒
人
の
様
な
人
が
、
播
州
の
旅
行
中
に
作

っ
た
歌
を
三
山
歌
の
縁
で
、
撮
入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
日
訳
万
葉
集
上
、
七
頁
）

と
い
っ
て
い
る
。
高
市
黒
人
と
い
え
ば

何
所
に
か
船
は
て
す
ら
む
あ
れ
の
崎
漕
ぎ
た
教
行
き
し
棚
無
し
小
舟

（巻

一
、
五
八
）

な
ど
の
歌
が
あ

っ
て
、
い
か
に
も
叙
景
歌
人
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
折
口
博
士
の
考
え
は

一
方
的
で
、
問
題
の
歌
を
叙
景
歌
と
き
め
て

し
ま

っ
て
い
る
こ
と
に
考
え
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
作
者
中
大
兄
皇
子
を
動
か
さ
な
い
で
、
歌
を
人
事

に
関
す
る
も
の
と

し
て
解
決
す
る
方
法
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

問
題
の
歌
を
人
事
に
関
す
る
歌
と
す
る
た
め
に
は
、　
フ
」
そ
」
を
願
望
に
と

っ
て

「
あ
の
旗
雲
に
入
日
が
さ
し
て
今
脊
の
月
が
清
明
で
あ

っ

て
ほ
し
い
」
と
解
す
る
よ
り
外
は
な
い
。
前
稿
で
播
磨
の
海
岸
に
あ

っ
て
の
作
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
筆
者
は
、
こ
れ
を
斉
明
七
年
西
征
の

途
上
の
歌
と
解
し
た
の
で
あ

っ
た
。
地
中
海
の
古
代
に
あ

っ
て
は
航
海
は
夜
が
選
ば
れ
て
い
る
。
夜
は
陸
か
ら
海
に
向

っ
て
風
が
吹
く
た
め
に



帆
を
や
る
に
都
合
が
ょ
い
か
ら
だ
そ
う
で
、
古
代
の
瀬
戸
内
海
の
航
海
が
同
じ
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
斉
明
七
年
の
西
征

に
夜
の
航
海
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
額
田
王
の

熟
田
津
に
舟
乗
り
せ
ん
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
漕
ぎ
出
で
な

（巻
一
、
八
）

の
歌
で
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ど
こ
か
の
港
に
あ

っ
て
事
実
上
の
指
揮
者
中
大
兄
皇
子
は
や
は
り
夜
の
航
海
を
考
え
て
い
る
。
夜
の
航
海
で

あ
る
か
ら
月
明
で
あ
る
こ
と
が
何
ょ
り
も
望
ま
し
い
。
夕
焼
け
さ
え
す
れ
ば
晴
天
な
の
だ
。
そ
の
た
め
に
は
あ
の
旗
雲
に
入
日
が
さ
し
て
夕
焼

け
が
し
て
は
し
い
…
…
と
解
す
れ
ば
十
分
に
人
事
に
関
す
る
歌
と
し
て
理
解
出
来
る
よ
う
に
考
え
る
。
こ
れ
を

「何
を
見
て
ょ
め
り
や
も
わ
か

ら
ぬ
」
と
解
す
る
こ
と
こ
そ
受
取
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
歌
柄
の
高
下
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
れ
な
り
に
十
分
筋
の
通

っ
た
も
の
と
見
る
ベ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
一
連
の
歌
を
斉
明
七
年
西
征
の
帰
途
海
上
で
の
作
と
し
た
も
の
に
尾
山
篤
二
郎
氏
の
考
え
が
あ
る
。

以
上
の
推
定
を
更
に
決
定
づ
け
て
く
れ
た
の
は
前
に
も
触
れ
た
大
野
晋
氏
の
昭
和
三
十

一
年
十
月
号
の

「解
釈
と
鑑
賞
」
誌
上
で
示
さ
れ
た

見
解
で
あ
る
。
即
ち
氏
は
用
例
か
ら
帰
納
し
て

「清
明
こ
そ
」
の
よ
う
に
文
末
に
来
る

「
こ
そ
」
は
上
代
で
は
悉
く
願
望
の
助
詞
と
解
す
べ
き

で
、

「
こ
そ
プ
ラ
メ
」
の
如
き
強
意
の
助
詞
の
ア
ラ
メ
が
略
さ
れ
た
形
と
見
る
べ
き
で
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
　
フ
し
そ
」
が
願
望
と
解
す
べ
き

以
上
、
通
説
は
も
は
や
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
の
歌
は
当
然

海
の
上
に
大
き
な
雲
が
広
が

っ
て
ゐ
る
。
　
そ
の
雲
に
落
日
が
さ
す
位
の
天
気
に
な
っ
て
、
今
夜
の
月
は
明
ら
か
で
あ

っ
て
く
れ

（
日
訳
万

葉
集
上
、
七
頁
）

と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
も
と
ょ
り
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
歌
柄
を
低
い
も
の
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
万
葉
集
の
歌
は
何

も
歌
柄
が
高
い
も
の
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
歌
柄
を
高
く
す
る
た
め
に
本
来
の
意
味
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
の
方
が
む
し
ろ
本
末
顛
倒

と
い
う
べ
き
で
ぁ
ろ
う
。
ま
し
て
赤
彦
の
よ
う
に
誤

っ
た
解
釈
の
上
に
立

っ
て
い
く
ら
力
ん
で
み
た
と
こ
ろ
で
、
力
め
ば
力
む
ほ
ど
滑
稽
以
外

の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
大
野
晋
氏
が
、
第
二
句
を
元
暦
校
本
や
類
衆
古
集
の
古
写
本
に

「弥
之
」
と
あ
る
に
従
っ
て
、

「
入
日
見
し
今
杏
の
…
…
」
と
解
し

て
い
る
点
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
を

「見
し
」
と
読
む
こ
と
は
古
写
本
尊
重
の
立
前
か
ら
も
た
し
か
に
一
案
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
問
題
の

「
さ
し
」
を

一
挙
に
乗
り
込
え
て
、
現
実
に
見
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

「見
し
」
は
連
体
形
で
あ
ろ
う

か
ら
当
然

「
今
脊
」
を
修
飾
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
歌
を
作

っ
た
時
は
今
杏
に
な
る
の
で
あ
る
。
入
日
を
見
る
の
は
夕
方
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ

万

葉

集

解

釈

の

基

盤

一
五

三



一
五
四

の
矛
盾
を
な
く
す
る
た
め
に
は

「
夕
方
入
日
の
さ
す
の
を
見
た
今
宵
た
だ
今
は
」
と
解
す
る
よ
り
外
は
な
い
。
果
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
筆
者
に
は
や
は
り
こ
の
歌
は
夕
方
の
作
と
見
て
、
や
が
て
夜
に
な
る
が
、
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
、
こ
の
点
大
野
説

に
何
か
つ
い
て
行
け
な
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
沢
潟
久
孝
博
士
の

「
万
葉
集
古
径
三
」
に
お
け
る
古
写
本
が
文
字
と
は
別

に
何
れ
も

「
さ
し
」
と
訓
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
来

「紗
之
」
と
あ

っ
た
も
の
が
、

「弥
之
」
と
も

「爾
之
」
と
も
誤

っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
す
る
推
定
に
従

っ
て

「
さ
し
」
の
訓
を
採
用
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
筆
者
の
考
え
は
大
体
の
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
万
葉
集
中
の
名
歌
を
抹
消
し
た
と
い
う
そ
し
り
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
筆
者
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
も
ま
た
出
帆
に
際
し
て
船
―
―
と
い
う
よ
り
も
朝
鮮
征
討
の
一
大
船
団
全
体
―
―
の
安
否
に
思
い

を
や
っ
て
、
指
揮
者
中
大
兄
皇
子
が
月
明
を
願
う
気
持
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
解
も
実
は

一
つ
の
仮

定
に
立

っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
題
詞
を
失

っ
た
歌
に
と
っ
て
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
と
考
え
る
。

（
一
九
五
七

・
一
・
二
〇
）

追
　
　
記

斉
明
七
年

一
月
、
西
征
の
途
、
播
磨
に
立
寄
つ
た
と
考
え
て
も
、
六
日
に
難
波
三
津

（
大
坂
）
を
出
帆
し
、
八
日
に
は
す
で
に
備
前
大
伯

（
岡
山
県
牛
窓
）
の
海
上
に
出
て
い
る
の
で
、

七
日
の
こ
と
と
な
る
。
　
七
日
の
夜
の
月
は
次
の
図
の
程
度
の
月
で
、

と
て
も

「
今
宵
の

月
夜
清
明
」
な
ど
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

七 日 月


