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の
か
、
と
い
う
こ
と
な
ど
を
想
像
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。）

1
（

明
治
以
降
、
西
洋
文
化
が
重
視
さ
れ
、
文
学
は
、「
個
人
の
思
い
を
表
出
す

る
も
の
」
と
い
う
考
え
方
が
主
流
と
な
り
、共
同
で
詩
を
紡
い
で
い
く
「
連
歌
」

や
「
俳
諧
」
と
い
っ
た
座
の
文
学
が
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
現
実
的
な
問
題
と
し
て
、
連
歌
の
作
品
が
収
録
さ
れ

て
い
る
教
科
書
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。）

2
（

さ
て
、
高
校
の
古
典
教
育
に
お
い
て
大
切
な
こ
と
は
何
か
。
文
法
を
学
ん
で

古
文
を
読
解
す
る
力
を
付
け
る
こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
だ
訳
す

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
よ
り
大
切
な
の
は
、
古
典

の
魅
力
や
古
典
を
読
む
楽
し
さ
を
実
感
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
古
典
を
通
し
て
、

古
人
の
心
を
感
じ
る
面
白
さ
を
知
る
と
、
生
涯
を
通
し
て
古
典
に
親
し
む
こ
と

に
も
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
視
点
で
連
歌
を
考
え
て
み
た
い
。
他
の
物
語
や
韻
文

は
じ
め
に

日
本
古
典
文
学
の
歴
史
を
振
り
返
っ
た
時
、
中
世
か
ら
近
世
の
初
め
に
か
け

て
、
連
歌
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
高
校
の
授
業

に
お
い
て
は
、「
菟
玖
波
集
」「
新
撰
菟
玖
波
集
」
な
ど
の
連
歌
集
の
名
や
二
条

良
基
、
宗
祇
と
い
っ
た
編
者
や
連
歌
師
の
名
前
を
知
識
と
し
て
教
え
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
連
歌
の
作
品
自
体
を
鑑
賞
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、教
師
に
と
っ
て
、連
歌
と
は
何
か
、イ
メ
ー
ジ
し
に
く
く
、

よ
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
、
詳
し

い
人
も
い
た
だ
ろ
う
が
、
一
般
的
な
理
解
と
し
て
は
、
五
七
五
の
長
句
と
七
七

の
短
句
を
交
互
に
付
け
て
い
く
と
い
う
文
芸
で
、
式
目
と
云
う
煩
瑣
な
ル
ー
ル

が
あ
る
よ
う
だ
と
い
う
程
度
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

連
歌
が
ど
の
よ
う
に
し
て
詠
ま
れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
、
連
歌
が
詠
ま
れ
た

場
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
ど
こ
が
面
白
い
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こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
己
を
強
く
主
張
す
る
だ
け
で
は
良
い
付

け
と
は
な
ら
な
い
。
い
く
ら
技
巧
を
凝
ら
し
た
り
、
新
し
い
趣
向
を
加
え
て
い

て
も
、
前
句
と
繋
が
ら
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
。

連
歌
は
、「
調
和
と
変
化
と
を
以
て
生
命
と
す
」
と
言
わ
れ
る
。）

6
（

そ
の
調
和

と
い
う
点
か
ら
、
一
巻
全
体
を
考
え
た
場
合
、
技
巧
的
な
句
、
重
た
い
句
ば
か

り
が
続
く
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
凡
な
さ
ら
り
と
し
た
句
―
遣

り
句
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
人
生
に
順
調
な
時
も
あ
れ
ば
苦
し
い
時
も
あ
る
よ

う
に
、
連
歌
一
巻
の
中
で
、
内
容
的
に
重
た
い
句
や
、
表
現
的
に
凝
っ
た
句
も

あ
れ
ば
、
さ
ら
り
と
し
た
句
も
あ
っ
た
方
が
望
ま
し
い
と
言
え
る
。
さ
ら
り
と

し
た
句
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
技
巧
的
な
句
が
映
え
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

連
歌
に
お
い
て
「
花
」
の
句
は
、
特
に
重
要
な
句
と
さ
れ
て
い
る
。「
花
」

と
い
え
ば
、
桜
を
指
し
、
詠
む
場
所
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
る
定じ
よ
う
ざ座

も

あ
る
。
里
村
紹
巴
の
「
至
寶
抄
」
に
「
貴
人
功
者
な
ら
で
は
平
人
は
斟
酌
あ
る

事
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
花
の
句
は
、
高
い
地
位
に
い
る
人
や
連
歌
巧
者
が

詠
む
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。）

7
（

「
花
を
も
た
せ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
功
績
を
相

手
に
渡
す
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
花
の
句
を
譲
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

自
己
を
強
く
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
の
句
に
合
わ
せ
て
調
和
を
図
り

な
が
ら
句
を
付
け
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
連
歌
と
い
う
文
芸
の
大
き
な
特
色
が
あ

る
と
言
え
よ
う
。

（
2
）
発
想
の
転
換
―
一
貫
し
た
テ
ー
マ
が
な
い

な
ど
に
比
べ
て
、
連
歌
作
品
を
読
ん
で
面
白
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
難
し
い
と
思

わ
れ
る
。
な
ん
と
な
く
内
容
は
わ
か
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
式
目
に
よ
っ
て
、

句
が
付
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
い
と
、
鑑
賞
し
に
く
い
か

ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
授
業
の
仕
方
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
り
、
連
歌
を
味
わ
う
こ
と
は

可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
連
歌
の
豊
饒
な
世
界
を
知
る
こ
と
は
、
も
っ
と
重
視

さ
れ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
う
。）

3
（

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
連
歌
の
文
学
性
に
つ
い
て
整
理
し
、
連

歌
の
授
業
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
文
学
性
」

と
は
、「
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
作
品
と
し
て
面
白
さ
を
感
じ
さ
せ
る
要

素
」
と
い
う
意
味
で
使
用
し
た
い
。）

4
（

一
　
連
歌
の
文
学
性

で
は
、
そ
の
連
歌
の
文
学
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
他
の
文
芸
と
ど
の
よ
う

な
点
が
異
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

（
1
）
共
同
創
作
―
前
句
を
活
か
す

連
歌
は
、
他
者
の
句
に
自
分
の
句
を
付
け
て
一
つ
の
世
界
を
創
り
出
す
。
そ

し
て
、
そ
の
自
分
の
句
に
又
他
者
が
句
を
付
け
る
こ
と
で
、
別
の
世
界
が
描
き

出
さ
れ
る
。）

5
（

付
け
方
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
前
句
の
世
界
に
う
ま
く
繋
げ
て
、
前
句
の
世

界
を
広
げ
て
行
っ
た
り
、
前
句
を
引
き
立
た
せ
て
い
っ
た
り
す
る
よ
う
に
詠
む
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の
内
容
に
戻
ら
な
い
よ
う
に
、
ま
た
式
目
に
抵
触
し
て
い
な
い
か
注
意
し
な
が

ら
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
、
句
が
す
ぐ
に
閃
く
場
合
も
あ
れ
ば
、
な
か

な
か
閃
か
な
い
場
合
も
あ
る
。
以
前
の
体
験
を
思
い
出
す
場
合
も
あ
る
し
、
あ

る
言
葉
か
ら
、
途
方
も
な
い
空
想
に
つ
な
が
っ
て
い
く
場
合
も
あ
る
。

早
く
詠
ん
で
句
を
出
さ
な
け
れ
ば
、
他
の
連
衆
に
先
を
越
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
、
一
生
懸
命
に
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
連
歌
の
座
に
座
っ
て
い
る
と
、
時
間

が
経
過
す
る
の
が
と
て
も
速
く
感
じ
ら
れ
る
。

連
歌
会
で
の
出
句
の
方
法
は
、
音
声
に
よ
る
場
合
と
、
小
短
冊
を
使
用
し
て

行
う
場
合
が
あ
る
。「
連
歌
初
心
抄
」
の
「
会
席
之
事
」
に
は
、「
執
筆
に
向
ひ

句
を
出
す
に
は
長
句
な
れ
ば
ま
づ
五
文
字
を
出
し
、
執
筆
う
け
た
ら
ば
、
跡

十
二
文
字
を
出
す
な
り
。
短
句
な
れ
ば
七
文
字
出
し
、
又
跡
七
文
字
を
出
す
べ

し
」
と
あ
る
。）

9
（

ま
た
、
同
書
の
「
会
席
廿
五
禁
制
之
事
」
に
は
、「
連
歌
低
く

出
し
て
執
筆
に
問
る
ゝ
事
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
声
を
出
し

て
句
を
付
け
る
こ
と
が
一
般
的
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。）

10
（

句
を
声
に
出
す
時
は
、
気
恥
ず
か
し
い
気
持
ち
を
伴
う
。
そ
こ
で
、
現
代
連

歌
で
は
、
小
短
冊
を
使
用
す
る
場
合
も
あ
る
。
音
声
で
す
る
か
、
小
短
冊
で
す

る
か
、
一
長
一
短
が
あ
る
。

（
4
）
伝
統
的
美
意
識
へ
の
繋
が
り

連
歌
で
は
、「
本
意
」
と
い
う
も
の
を
重
視
す
る
、
里
村
紹
巴
は
、「
至
寶
抄
」

の
中
で
「
連
歌
に
本
意
と
申
事
候
、
た
と
へ
ば
春
も
大
風
吹
、
大
雨
降
共
、
雨

も
風
も
物
静
な
る
や
う
に
仕
候
事
、
本
意
に
て
御
座
候
、
春
の
日
も
事
に
よ
り

物
語
や
小
説
等
の
文
学
作
品
は
、
一
般
に
テ
ー
マ
が
重
要
な
問
題
と
し
て
考

察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
連
歌
一
巻
に
は
一
貫
し
た
テ
ー
マ
が
な
い
。
こ
れ
も
ま

た
、
連
歌
と
い
う
文
芸
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
連
歌
は
四
季
折
々
、
神
祇
釈

教
恋
無
常
、
様
々
な
こ
と
を
詠
む
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ど
う
な
る
か
わ

か
ら
な
い
人
生
を
象
徴
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

連
歌
は
、
古
来
百
韻
を
基
本
と
す
る
が
、
現
代
連
歌
で
は
、
四
十
四
句
詠
む

世よ
よ
し吉

形
式
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
一
巻
の
中
で
多
く
の
こ
と
を
表
現
す
る
。

連
歌
で
は
、「
停
滞
す
る
こ
と
は
最
も
忌
む
も
の
」）

8
（

と
さ
れ
る
。
同
じ
内
容
を

詠
み
続
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
停
滞
す
る
こ
と
な
く
新
し

い
境
地
を
次
々
と
詠
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
句
を
付
け
る
時
に
は
、
前
句
に
合
う
よ
う
な
内
容
に
す
る
と

同
時
に
、
も
う
一
つ
前
の
句
―
打う
ち
こ
し越

か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
も
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。打
越
に
戻
る
こ
と
を
輪り
ん
ね廻
と
言
っ
て
、

避
け
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、そ
の
た
め
に
、式
目
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
式
目
を
守
っ

て
い
る
と
、
自
然
と
様
々
な
内
容
を
詠
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
当
座
性

連
歌
の
特
質
と
し
て
、当
座
性
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
座
に
連
な
り
、

句
を
付
け
る
、
ま
た
は
句
が
付
け
ら
れ
る
そ
の
時
、
そ
の
時
が
面
白
い
の
で
あ

る
。句

を
付
け
る
時
は
、
前
句
か
ら
連
想
し
て
句
を
考
え
る
の
だ
が
、
打
越
の
句
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和
語
で
詠
む
。
漢
語
や
俗
語
は
「
俳
言
」
と
言
っ
て
基
本
的
に
は
使
用
し
な
い

の
で
あ
る
。）

12
（

一
方
、
連
句
は
、
カ
タ
カ
ナ
語
も
含
め
て
俳
言
や
口
語
も
自
由
に

使
う
。
言
葉
に
制
限
が
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
転
じ
方
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
連
句
の
方
が
そ
の
転
じ
方
は
大
き

い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

二
　
具
体
的
授
業
方
法

連
歌
と
い
う
文
芸
の
文
学
性
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な

授
業
に
す
る
と
、
そ
れ
ら
を
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に

考
え
て
み
た
い
。

（
1
）「
水
無
瀬
三
吟
百
韻
」
の
鑑
賞

ま
ず
、
連
歌
と
い
う
文
芸
の
概
略
を
つ
か
ま
せ
る
た
め
に
、
作
品
を
示
し
た

い
。
そ
の
た
め
に
は
、古
来
模
範
と
さ
れ
て
き
た
「
水
無
瀬
三
吟
百
韻
」
や
「
湯

山
三
吟
百
韻
」
が
よ
い
だ
ろ
う
。）

13
（

し
か
し
百
韻
全
部
を
取
り
上
げ
る
必
要
は
な

く
、
表
八
句
も
し
く
は
、
余
裕
が
あ
れ
ば
初
折
表
裏
の
二
十
二
句
で
よ
い
だ
ろ

う
。
式
目
す
べ
て
を
取
り
上
げ
て
い
る
と
か
な
り
の
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
う

の
で
、
次
の
点
を
抑
え
た
い
。

①
五
七
五
の
長
句
と
七
七
の
短
句
が
交
互
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。（
生
徒
に

気
づ
か
せ
、
指
摘
さ
せ
る
。）

②
季
語
が
使
わ
れ
て
い
る
季
の
句
と
使
わ
れ
て
い
な
い
雑
の
句
が
あ
る
。

（
季
語
を
見
つ
け
さ
せ
、
そ
の
季
節
を
指
摘
さ
せ
る
。）

て
短
き
事
も
御
入
候
へ
ど
も
如
何
に
も
永
々
し
き
や
う
に
申
習
候
」）

11
（

と
述
べ
て

い
る
。
春
に
激
し
い
雨
が
降
る
時
も
あ
る
の
だ
が
、「
春
雨
」
と
い
え
ば
、「
静

か
に
降
る
雨
」
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
そ
れ
が
「
本
意
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

本
意
と
は
「
伝
統
的
に
形
成
さ
れ
た
、
も
っ
と
も
そ
れ
ら
し
い
性
質
」
と
言
っ

て
良
い
だ
ろ
う
。
連
衆
が
共
通
し
て
持
つ
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
、
連

歌
の
世
界
が
表
現
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、連
歌
で
は
季
語
が
重
視
さ
れ
る
。
季
語
が
あ
る
句
が
季
の
句
で
あ
り
、

そ
う
で
な
い
句
を
雑ぞ
う

の
句
と
言
う
。
式
目
上
、
春
、
秋
の
句
は
三
句
か
五
句
ま

で
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
夏
と
冬
の
句
は
一
句
で
も
い
い
し
、
三
句
ま
で
続
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
途
切
れ
た
ら
、
七
句
、
間
を
空
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
式
目
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
季
語
の
理
解
は
重
要
な
の
で
あ
る
。

こ
の
季
語
も
ま
た
、
伝
統
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
た
と

え
ば
「
月
」は
秋
の
季
語
と
な
っ
て
い
る
。
一
年
中
出
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

秋
の
季
語
と
さ
れ
た
の
は
、
秋
の
月
が
美
し
い
と
感
じ
て
き
た
、
古
人
の
美
意

識
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
た
め
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
5
）
和
語
の
使
用

連
歌
と
よ
く
似
た
文
芸
に
「
連
句
」
が
あ
る
。
純
正
連
歌
か
ら
俳
諧
連
歌
が

派
生
し
、
江
戸
時
代
に
は
そ
の
俳
諧
連
歌
が
盛
ん
に
な
る
。
そ
れ
が
、
明
治
以

降
、「
連
句
」
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
連
歌
と
連
句
は
ど
う
違
う
の
だ
ろ
う
か
。

簡
単
に
言
え
ば
、使
用
す
る
言
葉
の
違
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
連
歌
は
、
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※
植
物
、
動
物
の
下
位
分
類
は
、
三
句
去
。

（
2
）
連
歌
の
実
作

教
室
を
一
つ
の
座
と
見
立
て
て
句
を
付
け
さ
せ
る
方
法
を
考
え
た
い
。

用
意
さ
せ
る
も
の
と
し
て
は
、
季
語
集
と
古
語
辞
典
、
文
法
書
。
現
代
語
か

ら
古
語
を
引
く
こ
と
の
出
来
る
『
現
代
語
か
ら
古
語
を
引
く
辞
典
』（
芹
生
公

男
・
三
省
堂
）
な
ど
も
参
考
に
な
る
。

授
業
前
に
、
句
を
書
き
込
め
る
懐
紙
と
小
短
冊
数
枚
を
配
付
し
て
お
く
。

授
業
で
は
、
前
句
を
示
し
、
付
句
を
そ
の
場
で
考
え
さ
せ
る
。
発
句
を
示
し

て
脇
句
か
ら
付
け
さ
せ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
し
、
前
の
時
間
に
示
し
た
連
歌
作
品

の
最
後
の
句
に
付
け
る
よ
う
に
指
示
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
生
徒
の
状
況
に
応

じ
て
、
可
能
で
あ
れ
ば
文
語
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
創
作
さ
せ
た
い
と
考
え
る
。

古
典
の
文
法
学
習
に
も
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

付
句
を
考
え
さ
せ
る
時
に
、
最
初
は
さ
ま
ざ
ま
な
付
け
方
が
あ
る
こ
と
を
示

し
た
い
。
マ
イ
ン
ド
マ
ッ
プ
を
書
か
せ
て
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
キ
ー
ワ
ー
ド

を
中
央
に
置
き
、
そ
こ
か
ら
放
射
状
に
キ
ー
ワ
ー
ド
や
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
、
つ

な
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

八
　
垣
根
を
と
へ
ば
あ
ら
は
な
る
道

の
付
句
を
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
垣
根
」「
あ
ら
は
な
る
道
」
そ
れ
ぞ
れ

か
ら
、
連
想
す
る
言
葉
を
放
射
状
に
書
か
せ
る
。

「
垣
根
」
か
ら
は
、「
壁
」「
庭
」「
家
」「
崩
れ
」「
猫
」
な
ど
の
言
葉
が
連
想

さ
れ
よ
う
。「
あ
ら
は
な
る
道
」
か
ら
は
「
風
」「
砂
」「
土
」「
寂
し
さ
」「
恥
ず

③
季
の
句
の
連
続
と
句
去
。（
春
・
秋
は
三
〜
五
句
。
夏
・
冬
は
一
〜
三
句
。

同
季
七
句
去
。
さ
ま
ざ
ま
な
季
節
が
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。）

④
発
句
、
脇
句
、
第
三
の
句
の
特
性
。

⑤
月
、
花
の
定
座
。（「
月
」「
花
」
の
重
要
性
。）

⑥
和
語
の
使
用
。）

14
（

（
余
裕
が
あ
れ
ば
、
俳
諧
と
比
較
を
さ
せ
、
そ
の
違
い
を
指

摘
さ
せ
る
。）

⑦
式
目
に
関
わ
る
句
材
。（
簡
単
に
触
れ
る
程
度
で
良
い
だ
ろ
う
。）

水
無
瀬
三
吟
百
韻
　
賦
何
人
連
歌

　（
初
折
表
）

（
季
）（
句
材
）

一
　
雪
な
が
ら
山
も
と
か
す
む
夕
べ
か
な

宗
祇
　
春

降
　
山
　
聳
　
夕

二
　
行
く
水
と
ほ
く
梅
に
ほ
ふ
里

肖
柏
　
春

水
　
木
　
居

三
　
川
風
に
一
む
ら
柳
春
見
え
て

宗
長
　
春

水
　
木

四
　
舟
さ
す
音
も
し
る
き
あ
け
が
た

祇
　
雑

水
　
朝

五
　
月
や
猶
霧
わ
た
る
夜
に
殘
る
ら
ん

柏
　
秋

光
　
夜
　
聳

六
　
霜
お
く
野
は
ら
秋
は
暮
れ
け
り

長
　
秋

降

七
　
な
く
虫
の
心
と
も
な
く
草
か
れ
て

祇
　
秋

虫
　
草

八
　
垣
根
を
と
へ
ば
あ
ら
は
な
る
道

柏
　
雑

居

三
句
去さ

り

・
・
降ふ

り
も
の物
（
雪
・
雨
等
）。
光

ひ
か
り
も
の物
（
日
・
月
・
星
）。
聳

そ
び
き
も
の物
（
霞
・
霧
）。

五
句
去
・
・
山さ
ん
る
い類
（
岡
・
峰
）。
時じ

ぶ
ん分
（
夕
・
夜
・
朝
）。
水す

い
へ
ん辺
（
川
・
海
）

植う
え
も
の物
（
木
・
草
・
竹
）。
居き

よ
し
よ所
。（
里
・
宿
）。
動

う
ご
き
も
の物
（
獣
・
鳥
・
虫
）
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良
い
と
思
っ
た
の
か
、
説
明
さ
せ
る
。

ま
た
、
各
班
ご
と
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
を
使
用
し
て
作
品
を
映
し
だ
し
、
工
夫

し
た
点
等
、
説
明
さ
せ
る
と
よ
い
。
同
じ
前
句
か
ら
始
め
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

展
開
が
見
ら
れ
、
盛
り
上
が
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
連
歌
を
創
作
し
て
感
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
さ
せ
て
、
連
歌
の
魅
力

を
共
有
さ
せ
る
と
有
意
義
で
あ
る
。

（
3
）
指
導
上
の
留
意
点

実
際
に
授
業
を
行
う
上
で
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

①
既
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
は
使
用
し
な
い
。

生
徒
に
付
句
を
作
ら
せ
る
と
つ
い
つ
い
前
句
に
あ
る
言
葉
と
同
じ
言
葉
を

使
っ
て
し
ま
う
。
前
句
に
引
き
ず
ら
れ
た
り
、
前
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
が

ち
な
の
で
あ
る
。
連
歌
は
展
開
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
同
じ
言
葉
は

使
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
。

②
思
い
つ
か
な
い
生
徒
へ
の
対
応
。

思
い
つ
か
な
い
生
徒
に
は
、
前
句
か
ら
連
想
し
た
こ
と
や
イ
メ
ー
ジ
し
た
も

の
を
説
明
さ
せ
る
。そ
れ
を
も
と
に
班
員
で
句
を
考
え
さ
せ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

グ
ル
ー
プ
で
創
作
さ
せ
る
場
合
は
、
作
者
が
偏
ら
ず
に
、
で
き
る
だ
け
班
員

が
同
じ
句
数
詠
む
の
が
望
ま
し
い
こ
と
も
、
あ
ら
か
じ
め
伝
え
て
お
き
た
い
。

（
4
）
課
題

今
後
、
連
歌
の
授
業
を
充
実
さ
せ
て
い
く
た
め
の
課
題
を
整
理
し
て
お
く
。

﹇
1
﹈
指
導
法
の
体
系
化
、
理
論
化

か
し
さ
」「
意
外
性
」
な
ど
が
連
想
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

思
い
つ
く
ま
ま
書
か
せ
た
後
で
、
式
目
上
、
詠
め
な
い
句
材
に
つ
い
て
、
考

え
さ
せ
る
。
連
歌
は
前
句
に
戻
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

改
め
て
指
摘
す
る
。
打
越
（
二
つ
前
の
句
）「
な
く
虫
の
心
と
も
な
く
草
か
れ

て
」
に
「
虫
」
と
い
う
動
う
ご
き
も
の物

が
あ
る
の
で
、「
猫
」
は
詠
め
な
い
。
ま
た
「
草
」

が
あ
る
の
で
、
植う
え
も
の物
も
詠
め
な
い
の
で
あ
る
。

小
短
冊
に
書
か
せ
、
出
来
た
者
は
、
そ
の
場
で
提
出
さ
せ
る
。
数
句
集
ま
っ

た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
中
か
ら
教
師
が
採
択
。
ど
の
よ
う
な
句
が
提
出
さ
れ
た
の

か
、
な
ぜ
そ
の
句
を
採
択
し
た
か
説
明
し
た
い
。
文
法
的
な
誤
り
が
あ
れ
ば
訂

正
し
て
示
す
。
板
書
し
て
も
よ
い
の
だ
が
、
そ
の
際
、
書
画
カ
メ
ラ
（
実
物
投

影
機
）
を
使
用
す
る
と
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
一
時
間
に
、
三
〜
五
句
程
度
は
付

け
て
い
く
。
二
時
間
で
八
句
程
度
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
時
間
が
あ
れ
ば
、
グ
ル
ー
プ
に
分
け
二
〜
三
時
間
か
け
て
創
作
さ
せ

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
完
成
さ
せ
た
作
品
は
、
プ
リ
ン
ト
に
し
て
発
表
会
を
設
け

た
い
。

作
品
が
完
成
し
た
後
は
、
自
分
の
付
句
に
つ
い
て
、
振
り
返
ら
せ
る
。

①
前
句
を
ど
の
よ
う
に
鑑
賞
し
た
の
か
。

②
付
句
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
。

③
難
し
か
っ
た
点
、
工
夫
し
た
点
。

他
の
人
の
句
に
つ
い
て
は
、
良
い
と
思
っ
た
句
を
選
ば
せ
、
ど
の
よ
う
な
点
が
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句
そ
の
も
の
の
出
来
よ
り
も
、
振
り
返
り
を
記
入
し
た
プ
リ
ン
ト
の
記
述
内

容
や
、
自
己
評
価
の
プ
リ
ン
ト
を
踏
ま
え
て
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

﹇
3
﹈
教
育
環
境
の
工
夫

①
書
画
カ
メ
ラ
や
パ
ソ
コ
ン
室
の
利
用

「
当
座
性
」
と
い
う
特
質
を
重
視
す
る
な
ら
、
句
が
提
出
さ
れ
る
と
同
時
に
、

授
業
に
参
加
し
て
い
る
全
員
が
、
そ
の
句
に
つ
い
て
考
え
た
り
味
わ
っ
た
り
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
書
画
カ
メ
ラ
を
使
っ
て
、

生
徒
の
書
い
た
句
を
映
し
出
し
て
皆
に
紹
介
し
た
い
。
一
句
一
句
板
書
す
る
よ

り
も
時
間
が
か
か
ら
な
い
の
で
、
付
句
の
数
も
増
え
、
進
行
が
捗
る
と
思
わ
れ

る
。パ

ソ
コ
ン
室
を
利
用
し
て
、
付
句
を
パ
ソ
コ
ン
に
打
ち
込
ん
で
提
出
さ
せ
る

と
、
生
徒
は
句
を
提
出
す
る
抵
抗
感
が
少
な
く
な
る
の
で
、
授
業
を
進
め
や
す

い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
授
業
者
が
、
生
徒
の
提
出
し
た
デ
ー
タ
処
理
の
方
法
に

習
熟
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

②
電
子
メ
ー
ル
や
ラ
イ
ン
の
活
用

授
業
中
に
、
グ
ル
ー
プ
内
で
付
句
が
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
り
、
滞
っ
た
り

し
た
場
合
は
、
自
宅
に
戻
っ
て
か
ら
メ
ー
ル
で
続
き
を
創
作
さ
せ
た
り
、
ラ
イ

ン
グ
ル
ー
プ
の
中
で
、句
を
付
け
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
勧
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

三
　
発
展
的
学
習

古
典
の
授
業
に
と
ど
ま
ら
ず
、
連
歌
の
楽
し
み
方
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が

寺
島
徹
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
作
者
だ
け
が
行
え
る
よ
う
な
方

法
で
は
な
く
、
授
業
者
の
誰
も
が
行
え
る
よ
う
な
方
法
を
考
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。）

15
（

式
目
、
つ
ま
り
ル
ー
ル
を
簡
単
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

指
導
は
し
や
す
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
最
初
の
段
階
で
は
、
同
じ
言
葉
を
使
わ

な
い
こ
と
と
、
季
節
の
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と
だ
け
で
も
よ
い
と
思
う
。
生
徒
が

慣
れ
て
く
る
と
、
少
し
ず
つ
段
階
的
に
制
限
を
設
け
て
い
け
ば
よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

古
典
の
授
業
と
し
て
は
、
韻
文
を
指
導
す
る
上
で
、
次
の
よ
う
な
文
学
史
上

の
流
れ
を
意
識
し
た
指
導
も
あ
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

和
歌
（
万
葉
↓
古
今
↓
新
古
今
）

　
　
　
←

連
歌
（
水
無
瀬
三
吟
百
韻
、
湯
山
三
吟
百
韻
等
）

　
　
　
←

俳
諧
（
歌
仙
「
市
中
は
」
等
）

　
　
　
←

俳
諧
の
発
句
（
芭
蕉
、
蕪
村
、
一
茶
等
）

﹇
2
﹈
評
価
方
法

創
作
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
難
し
い
。
寺
島
徹
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、「
創
作
の
プ
ロ
セ
ス
を
評
価
す
る
教
師
側
の
視
点
の
開
発
が

重
要
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。）

16
（
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生
か
し
つ
つ
新
し
い
世
界
を
描
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
、
付
句
作
者
に

と
っ
て
も
喜
び
で
あ
り
、
ま
た
前
句
作
者
に
と
っ
て
も
嬉
し
い
こ
と
な
の
で
あ

る
。
そ
の
共
同
制
作
の
喜
び
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
中
世
の
時
代
に
、
あ
れ
だ
け
流

行
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

言
葉
を
付
け
る
こ
と
の
楽
し
さ
や
喜
び
を
感
じ
る
体
験
は
、
授
業
の
中
で
も

体
験
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
、
具
体
的
方
法
を
考
察
し
た
。
生
徒
の

実
態
に
応
じ
て
、
式
目
を
緩
和
し
た
り
、
用
語
を
自
由
に
し
た
り
す
れ
ば
、
可

能
性
は
広
が
る
に
違
い
な
い
。

言
葉
を
つ
な
い
で
心
を
つ
な
ぐ「
連
歌
」。
そ
の
文
学
性
に
、改
め
て
注
目
し
、

生
徒
に
、
そ
し
て
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

注（
1
）　
山
田
孝
雄
は
、「
連
歌
研
究
の
序
説
」
の
中
で
、
連
歌
研
究
が
進
ま
な
い
要
因
を
指

摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
①
江
戸
時
代
末
に
は
既
に
衰
微
の
域
に
入
っ
て
、
連
歌
を

知
り
学
ぶ
も
の
が
少
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
。
②
明
治
維
新
の
当
時
盛
ん
だ
っ
た
旧

物
破
壊
の
思
想
と
実
利
主
義
の
た
め
に
、
連
歌
は
無
用
の
長
物
と
さ
れ
た
こ
と
。
③

西
洋
流
の
研
究
法
に
よ
っ
て
は
、
連
歌
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。
④
連
歌
は
容

易
に
知
り
難
い
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。『
思
想
』
第
六
十
七
号
（
一
九
二
七
年
五
月
特

集
号
・
岩
波
書
店
）

　
　
　
福
岡
県
行
橋
市
の
須
佐
神
社
で
は
、
享
録
三
（
一
五
三
○
）
年
以
降
、
夏
の
祗
園

祭
に
お
い
て
連
歌
が
奉
納
さ
れ
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
井
祇
園
連
歌
の
会
で

は
、
毎
月
連
歌
会
を
催
し
、
私
も
参
加
し
連
歌
の
実
作
を
続
け
て
い
る
。
連
歌
会
に

参
加
し
て
初
め
て
理
解
で
き
た
点
は
頗
る
多
い
。
現
代
に
お
い
て
連
歌
会
を
催
し
て

あ
る
。）

17
（

（
1
）
校
内
連
歌
会

ク
ラ
ス
を
越
え
て
、
学
年
を
越
え
て
連
歌
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
る
。
毎
年

行
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
三
年
生
が
宗
匠
と
な
り
、
後
輩
た
ち
を
教
え
な
が
ら
作

品
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
他
校
と
の
交
流
連
歌
会

す
で
に
、
行
橋
市
の
連
歌
大
会
や
京
都
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
校
の
生
徒
が

混
ざ
っ
て
、
一
座
と
な
り
、
作
品
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
他
校
と
の
交
流
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
文
芸
分
野
の
一
つ
と
し

て
連
歌
も
加
え
る
と
、
相
互
交
流
が
進
む
は
ず
で
あ
る
。

（
3
）
世
代
を
越
え
た
交
流
連
歌
会

学
校
の
枠
を
越
え
、
一
般
の
大
人
と
と
も
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
座
は

活
性
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
大
人
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
多
い
に
違
い
な
い
。

（
4
）
他
の
文
化
芸
術
と
の
コ
ラ
ボ

連
歌
と
香
道
と
の
つ
な
が
り
も
古
い
。）

18
（

お
香
を
焚
き
な
が
ら
連
歌
を
す
る
と
、

お
互
い
の
文
化
芸
術
へ
の
理
解
が
深
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、お
花
を
活
け
、

お
茶
会
を
同
時
に
開
催
す
る
こ
と
で
、日
本
の
伝
統
文
化
へ
の
親
し
み
が
増
し
、

そ
の
魅
力
を
実
感
す
る
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
い
。

終
わ
り
に

連
歌
は
、
前
句
を
生
か
し
つ
つ
自
分
の
句
を
付
け
て
い
く
。
前
句
を
う
ま
く
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（
7
）　「
至
寶
抄
」『
連
歌
論
集
　
下
』（
岩
波
文
庫
・
一
九
五
六
年
）
二
三
三
頁

（
8
）　
注
6
に
同
じ
　
五
一
頁

（
9
・
10
）　『
連
歌
法
式
綱
要
』（
岩
波
書
店
・
一
九
三
六
年
）
三
二
八
頁

（
11
）　
注
7
に
同
じ
。
二
三
三
頁

（
12
）　
今
井
祇
園
連
歌
の
会
で
は
、
各
折
に
一
か
所
程
度
、
三
句
と
い
う
制
限
を
設
け
て

俳
言
を
認
め
て
い
る
。

（
13
）　
拙
稿
「『
水
無
瀬
三
吟
』
の
教
材
化
ー
連
歌
の
鑑
賞
か
ら
創
作
へ
ー
」（
数
研
国
語
通

信
『
つ
れ
づ
れ
』
二
九
号
・
二
〇
一
六
年
五
月
）「
心
と
言
葉
を
つ
な
げ
る
連
歌
創
作

指
導
ー
『
水
無
瀬
三
吟
百
韻
』
の
鑑
賞
か
ら
創
作
へ
ー
」（『
国
語
教
育
研
究
』
第
五
七

号
・
広
島
大
学
国
語
教
育
会
・
二
〇
一
六
年
三
月
）「『
湯
山
三
吟
百
韻
』
の
学
習
指

導
ー
連
歌
を
位
置
づ
け
る
古
文
の
単
元
学
習
ー
」『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』
五
四
〇
号

（
日
本
国
語
教
育
学
会
・
二
〇
一
七
年
四
月
）

（
14
）　
石
塚
修
氏
は
、
連
歌
の
指
導
の
前
提
に
は
、
和
語
と
く
に
歌
語
（
雅
語
）
の
理
解

が
不
可
欠
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
想
像
力
を
育
成
す
る
た
め
の
古
典
の
授
業

と
は
」（『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』
四
九
七
号
・
二
○
一
三
年
九
月
・
日
本
国
語
教
育

学
会
）

　
　
　
ま
た
石
塚
氏
は
、
和
歌
を
指
導
す
る
こ
と
は
「
和
語
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め

る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
和
歌
を
「
詠
む
」
こ
と
の
指
導
や
「
和
歌
リ

テ
ラ
シ
ー
」
の
涵
養
を
提
言
さ
れ
て
い
る
。「
国
語
科
教
育
か
ら
み
た
和
歌
指
導
の
ゆ

く
え
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
一
一
二
号
・
二
○
一
六
年
六
月
）

（
15
）　
寺
島
徹
「
文
学
創
作
の
学
習
指
導
（
高
等
学
校
）
第
三
章
　
詩
・
俳
句
・
連
句
・

漢
詩
を
作
る
」『
中
学
校
・
高
等
学
校
　
文
学
創
作
の
学
習
指
導
―
実
践
史
を
ふ
ま
え

て
―
』（
溪
水
社
・
二
〇
一
八
年
）
一
四
八
頁

（
16
）　
注
15
に
同
じ
。
一
五
〇
頁

（
17
）　
学
級
日
誌
を
使
用
し
て
、
連
歌
作
品
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
行
っ
て
い
る
。

（
18
）　
実
際
に
連
歌
会
で
香
が
焚
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
綿
抜
豊
昭
『
連
歌
と
は
何
か
』

い
る
と
こ
ろ
は
少
し
ず
つ
増
え
て
き
て
い
る
が
、
全
国
的
に
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
と

思
わ
れ
る
。
拙
著
『
連
歌
の
息
吹
―
つ
な
が
り
ひ
ろ
が
る
現
代
の
連
歌
』（
渓
水
社
・

二
〇
一
六
年
）

（
2
）　
令
和
元
年
の
時
点
で
、連
歌
作
品
を
収
録
し
て
い
る
の
は
、三
省
堂
「
古
典
Ⅱ
」（「
水

無
瀬
三
吟
百
韻
」
の
表
八
句
）
の
み
で
あ
る
。

（
3
）　
連
歌
の
授
業
に
つ
い
て
は
、
小
村
典
央
氏
・
道
工
尊
之
氏
が
、
中
学
校
で
「
座
の

衆
議
に
よ
る
連
歌
実
作
」
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
実
践
し
て
い
る
。（
令
和
元
年
度
大

阪
教
育
大
学
附
属
平
野
中
学
校
研
究
発
表
会
　
公
開
授
業
）

　
　
　
ま
た
、
福
岡
県
行
橋
市
の
中
学
校
で
も
、
連
歌
の
実
作
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
清
川
美
恵
子
「『
連
歌
』
に
ふ
れ
る
ー
校
内
連
歌
実
作
会
を
通
し
て
ー
」『
北
九
州
国

文
』
四
六
号
（
福
岡
県
高
等
学
校
国
語
部
会
北
九
州
地
区
部
会
・
二
〇
一
九
年
三
月
）

　
　
　
筆
者
も
今
ま
で
に
何
度
か
授
業
に
取
り
入
れ
た
り
、
考
察
し
た
り
し
た
こ
と
が
あ

る
。
拙
著
『
連
歌
と
国
語
教
育
ー
座
の
文
学
の
魅
力
と
そ
の
可
能
性
ー
』（
溪
水
社
・

二
〇
一
二
年
）、
拙
稿
「
高
校
に
お
け
る
連
歌
の
授
業
」『
西
日
本
国
語
国
文
学
』
第

五
号
（
西
日
本
国
語
国
文
学
会
・
二
〇
一
八
年
十
月
）

（
4
）　
連
歌
の
面
白
さ
を
解
説
し
た
も
の
と
し
て
、
次
の
論
考
が
参
考
に
な
る
。

　
　
　
鈴
木
元
『
つ
け
る
ー
連
歌
作
法
閑
談
ー
』（
新
典
社
新
書
・
二
〇
一
二
年
）
岡
崎
真

紀
子
「
湯
山
三
吟
百
韻
―
薄
雪
に
木
の
葉
色
こ
き
・
・
・（
表
八
句
）」（『
高
校
生
か
ら

の
古
典
読
本
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
二
〇
一
二
年
）
深
沢
眞
二
「
想
像
力
の
あ

そ
び
ー
連
歌
」（『
と
も
に
読
む
古
典
　
中
世
文
学
編
』
笠
間
書
院
・
二
〇
一
七
年
）

　
　
　
ま
た
、
ジ
ャ
ズ
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
た
論
考
も
あ
る
。
マ
ッ
ク
・
ホ
ー
ト
ン
「
連

歌
と
ジ
ャ
ズ
」（『
国
際
化
の
中
の
日
本
文
学
研
究
』
風
間
書
房
・
二
○
○
四
年
）

（
5
）　
一
人
で
句
を
連
ね
て
い
く
「
独
吟
」
と
い
う
形
式
も
あ
る
が
、
今
回
の
考
察
で
は

除
く
。
ま
た
、
句
の
採
択
は
宗
匠
が
判
断
す
る
の
で
、
一
巻
全
体
は
、
宗
匠
の
作
品

と
言
え
な
く
も
な
い
。

（
6
）　
山
田
孝
雄
『
連
歌
概
説
』（
岩
波
書
店
・
一
九
三
七
年
）
六
七
頁



̶ 34 ̶

（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
・
二
○
○
六
年
）
四
六
頁

　
　
　
濱
崎
加
奈
子
氏
は
、
香
道
に
つ
い
て
「
連
歌
的
原
理
に
よ
っ
て
切
り
結
ば
れ
た
嗅

覚
と
言
語
の
芸
能
」
と
と
ら
え
て
い
る
。『
香
道
の
美
学
ー
そ
の
成
立
と
王
権
・
連

歌
ー
』（
思
文
閣
・
二
〇
一
七
年
）

―
く
ろ
い
わ
・
あ
つ
し
、
福
岡
県
立
北
筑
高
等
学
校
教
諭
―


