
古
今
集
冒
頭
歌
を
め
ぐ
っ
て

安

藤

重

和

一

古
今
集
冒
頭
に
は
、
次
の
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。

ふ
る
と
し
に
春
た
ち
け
る
日
よ
め
る

在
原
元
方

と
し
の
う
ち
に
春
は
き
に
け
り
。
ひ
と
と
せ
を
、
こ
ぞ
と
や
い
は
む
、

こ
と
し
と
や
い
は
む
。

こ
の
歌
を
考
え
る
に
際
し
、
先
ず
注
目
す
べ
き
は
小
沢
正
夫
氏
の
御
指
摘

で
あ
る
。

こ
こ
に
歌
わ
れ
た
春
は
暦
の
上
だ
け
の
も
の
で
、
こ
の
よ
う
に
季
節

の
風
物
が
全
く
う
た
わ
れ
て
な
い
歌
は
当
時
と
し
て
も
珍
し
い
。
し

か
し
、
巻
頭
の
序
曲
と
も
い
う
べ
き
歌
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
う

が
む
し
ろ
好
ま
し
い
。
季
節
の
推
移
に
伴
う
自
然
の
変
化
を
具
体
的

に
表
現
す
る
こ
と
は
、
後
続
の
歌
に
譲
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
古
今
果
十
一
番
に
は
次
の
如
き
歌
も
載
っ
て
い
る
。

は
る
の
は
じ
め
の
う
た

壬
生
1

岑

春
き
ぬ
と
人
は
い
へ
ど
も
、
う
ぐ
ひ
す
の
な
か
ぬ
か
ぎ
り
は
あ
ら
し

と
ぞ
思
ふ
。

こ
の
歌
で
は
、
春
の
指
標
と
し
て
、
暦
で
は
な
く
「
う
ぐ
ひ
す
」
の
鳴
き

声
を
優
先
し
て
い
る
。
自
然
暦
に
よ
る
季
節
認
識
で
あ
る
が
、
冒
頭
歌
に

は
こ
う
し
た
気
配
は
全
く
無
い
。
「
こ
こ
に
歌
わ
れ
た
春
は
暦
の
上
だ
け

の
も
の
」
と
い
う
小
沢
氏
の
御
指
摘
は
誠
に
鋭
い
。
こ
の
点
を
先
ず
踏
ま

え
て
お
き
た
い
。

二

こ
の
冒
頭
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
古
来
様
々
な
解
釈
が
展
開
さ
れ
て

来
た
も
の
の
未
だ
明
解
を
得
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
か
つ
て
神
尾
暢

子
氏
が
詳
細
に
わ
た
り
諸
説
を
分
類
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
諸

説
の
歴
史
に
触
れ
る
こ
と
は
控
え
る
。
神
尾
氏
は
、
そ
れ
ら
諸
説
を
全
て

否
定
さ
れ
た
上
で
新
見
を
提
示
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
新
見
に
つ
い
て
田

中
新
一
氏
が
「
従
来
の
諸
注
釈
」
に
も
目
配
り
し
つ
つ
次
の
如
く
言
及
さ

れ
て
い
る
。
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従
来
の
諸
注
釈
は
、
第
四
、
五
句
を
二
者
択
一
の
趣
と
み
な
し
、

第
三
句
「
一
年
を
」
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、
「
き
ょ
う
の
日
を
」

(
新
釈
)
、
「
過
ぎ
し
日
々
を
」
(
全
集
)
、
「
残
れ
る
日
々
を
」
(
集
成
)

と
訳
出
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
一
年
(
ひ
と
と
せ
)
全
体
を
指
し
て

い
る
と
は
見
ず
、
そ
の
部
分
的
時
期
を
さ
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。

し
か
し
、
「
一
年
」
の
指
し
示
す
内
容
が
一
部
分
の
時
期
だ
と
す
る

の
は
や
は
り
問
題
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
神
尾
暢
子
氏
は
「
一
年
」
を
、
過
ぎ
し
年
初
よ
り
昨
日

ま
で
と
、
今
日
よ
り
年
末
ま
で
の
二
期
の
総
体
と
し
て
捉
え
、
前
期

を
「
こ
ぞ
」
後
期
を
「
こ
と
し
」
と
呼
ぶ
試
み
と
理
解
し
た

(
「
歳
内
立
春
と
吉
今
巻
頭
-
王
朝
の
暦
法
と
元
方
の
方
法
-
」
『
王

朝
』
第
八
冊

後
『
王
朝
国
語
の
表
現
映
像
』
に
所
収
)
。
コ
年
」

を
部
分
的
一
時
期
と
み
る
従
来
説
の
難
点
を
補
訂
し
た
新
説
で
あ
っ

た
が
、
コ
年
」
の
コ
」
と
「
こ
ぞ
・
こ
と
し
」
の
「
二
」
の
対

応
と
の
見
方
は
、
既
に
田
中
喜
美
春
氏
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
(
『
文
学
・
語
学
』
第
七
十
七
号
所
収
「
昭
和
五
十
年
度

学
界
展
望
・
中
吉
韻
文
」
)
、
ま
た
暦
月
的
一
元
観
と
い
う
点
で
も
従

来
説
の
域
を
出
た
も
の
で
は
な
い
。

二
年
」
は
、
一
部
分
の
時
期
で
も
二
期
の
総
体
で
も
な
く
、
そ

の
ま
ま
「
一
年
」
全
体
を
指
す
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
限
り
に
お
い
て
、
田
中
新
一
氏
の
御
説
は
極
め
て
的
確
で
あ
る
と
思

う
。
コ
年
」
は
一
部
分
の
時
期
で
も
二
期
の
総
体
で
も
な
く
そ
の
ま
ま

コ
年
」
全
体
を
指
す
と
見
る
べ
き
も
の
、
と
さ
れ
る
点
は
当
然
す
ぎ
る

指
摘
と
も
思
わ
れ
、
議
論
の
余
地
は
無
い
も
の
と
思
う
。
こ
の
点
も
基
本

事
項
と
し
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
神
尾
暢
子
氏
の
新
見
は
成
り
立
ち
得

な
い
。

三

だ
が
、
田
中
新
一
氏
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
自
説
を
展
開

さ
れ
る
。

立
春
を
迎
え
た
今
日
、
こ
の
日
の
属
す
る
同
じ
「
一
暦
年
」
が
、
立

場
を
替
え
る
こ
と
で
「
こ
ぞ
」
に
も
「
こ
と
し
」
に
も
な
る
と
い
う

思
い
の
歌
で
、
同
じ
「
一
暦
年
」
が
節
月
意
識
の
立
場
で
は

「
こ
ぞ
」
に
見
え
、
暦
月
意
識
の
立
場
で
は
「
こ
と
し
」
に
見
え
る

と
い
う
二
元
観
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
立
春
で
す

で
に
正
月
(
節
)
に
な
っ
た
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
こ
の
一
暦

年
」
は
改
ま
っ
た
と
見
、
過
ぎ
し
昨
日
ま
で
の
日
々
は
勿
論
の
こ
と
、

今
日
以
降
年
未
ま
で
の
十
二
月
中
の
日
々
を
も
含
め
て
、
す
べ
て

「
過
ぎ
去
っ
た
年
」
「
去
年
(
こ
ぞ
)
」
と
言
お
う
か
。
あ
る
い
は

「
ま
だ
十
二
月
の
内
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
こ
の
一
暦
年
」

は
改
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
見
、
過
ぎ
し
日
々
も
残
さ
れ
た
年
末

ま
で
の
日
々
も
す
べ
て
こ
め
て
「
進
行
中
の
年
」
「
今
年
(
こ
と
し
)
」

と
い
お
う
か
。
こ
の
二
様
の
認
識
で
あ
る
。
前
者
は
節
月
観
よ
り
の
、

後
者
は
暦
月
観
よ
り
の
認
識
で
あ
る
。
二
様
の
立
場
か
ら
二
様
の
見

方
が
可
能
に
な
る
こ
と
に
着
目
し
、
楽
し
む
思
い
を
は
ず
ま
せ
て
い
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る
。

こ
の
歌
の
場
合
、
「
こ
ぞ
」
「
こ
と
し
」
の
語
が
対
比
的
に
使
わ
れ
両
者
の

意
味
の
違
い
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
要
る
。
「
今
日
以
降
年

末
ま
で
の
十
二
月
中
の
日
々
」
つ
ま
り
現
在
及
び
未
来
に
属
す
る
時
間
を

ま
で
も
含
め
て
「
過
ぎ
去
っ
た
年
」
「
去
年
(
こ
ぞ
)
」
と
言
う
こ
と
な
ど
、

い
く
ら
「
節
月
意
識
の
立
場
」
を
持
ち
出
し
て
も
、
あ
り
得
な
い
。

四

こ
こ
で
、
「
暦
月
」
と
「
節
月
」
に
つ
い
て
、
確
か
め
て
お
き
た
い
。

古
暦
研
究
の
権
威
内
田
正
男
氏
は
、
「
暦
月
」
と
「
節
月
」
の
相
違
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

私
達
が
I
か
月
と
い
う
と
き
の
月
は
、
普
通
暦
月
で
あ
る
が
、
そ

の
他
に
節
月
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

暦
月
と
い
う
の
は
、
(
天
体
の
)
月
の
位
相
に
よ
っ
て
決
ま
る
朔

日
か
ら
晦
ま
で
の
、
普
通
の
(
旧
暦
の
)

一
か
月
で
あ
る
が
、
(
天

体
の
)
月
と
は
無
関
係
に
、
太
陽
の
位
置
に
よ
っ
て
決
ま
る
節
月
が

あ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
節
月
と
は
、
正
月

節
立
春
の
日
か
ら
二
月
節
啓
螢
の
前
日
ま
で
が
正
月
、
啓
塾
か
ら
三

月
節
清
明
の
前
日
ま
で
が
二
月
、
清
明
か
ら
四
月
節
立
夏
の
前
日
ま

で
が
三
月
-
-
と
い
う
よ
う
に
、
節
に
よ
っ
て
一
年
を
十
二
か

月
に
分
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
節
月
は
太
陽
暦
と
同
じ
で
、

月
(
天
体
)
の
満
ち
欠
け
に
は
関
係
せ
す
、
当
然
閏
月
も
な
い
。

ま
た
、
氏
は
、
暦
月
の
一
年
の
第
一
日
目
た
る
「
一
月
一
日
」
と
節
月
の

一
年
の
第
一
日
目
た
る
「
立
春
」
の
関
係
を
中
心
に
、
次
の
如
く
解
説
し

て
お
ら
れ
る
。

陰
暦
で
は
、
朔
の
時
刻
を
含
む
日
を
、
暦
月
の
第
一
日
つ
ま
り
、
朔

日
(
つ
い
た
ち
)
と
し
、
次
の
朔
日
の
前
日
を
、
晦
(
つ
ご
も
り
)

と
い
っ
た
。
(
略
)

い
ま
、
あ
る
朔
の
日
に
始
ま
る
一
か
月
が
、
何

月
で
あ
る
か
を
決
め
る
に
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
二
十
九

日
な
い
し
三
十
日
の
中
に
、
正
月
中
雨
水
の
日
が
あ
れ
ば
正
月
、
二

月
中
春
分
の
日
が
あ
れ
ば
二
月
、
三
月
中
穀
雨
の
日
が
あ
れ
ば
三
月

と
い
う
よ
う
に
、
朔
か
ら
次
の
朔
の
前
日
ま
で
の
間
に
含
ま
れ
る
中

(
二
十
四
節
気
の
内
、
偶
数
番
の
節
気
の
開
始
時
を
言
う
。
奇
数
番

の
節
気
の
開
始
時
は
「
節
」
と
言
う
。
-
安
藤
注
)
に
よ
っ
て
、
暦

月
の
名
称
を
決
め
る
の
で
あ
る
。
(
略
)
節
の
方
は
中
と
違
っ
て
、

正
月
節
立
春
と
い
っ
て
も
正
月
に
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
同
じ
月
名

を
冠
し
た
節
と
中
と
の
間
隔
は
、
十
五
日
あ
ま
り
で
あ
る
。
い
ま
ま

で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
中
(
ち
ゅ
う
)
は
そ
れ
に
冠
し
た
月
の
内

に
必
ず
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
、
正
月
中
の
雨
水
は
、
正
月
朔
日
か

ら
晦
ま
で
の
ど
こ
か
に
あ
る
。
仮
に
、
雨
水
が
元
日
と
す
れ
ば
、
立

春
(
立
春
第
一
日
の
意
-
安
藤
注
)
は
そ
の
十
五
日
前
に
当
た
る

か
ら
(
立
春
第
一
日
の
)
名
前
は
正
月
節
で
も
十
二
月
十
五
日
く
ら

い
に
な
る
し
、
雨
水
が
正
月
晦
に
あ
れ
ば
、
立
春
は
正
月
十
四
も
し

く
は
十
五
日
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
春
は
(
暦
月
の
)
十
二
月

十
五
日
か
ら
正
月
十
五
日
の
間
に
あ
る
こ
と
に
な
り
、
平
均
す
れ
ば

-
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元
日
に
立
春
と
な
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
(
略
)
十
二
月
の
う
ち

に
立
春
が
く
る
こ
と
を
、
年
内
立
春
と
い
う
。

つ
ま
り
、
「
太
陽
暦
と
同
じ
で
、
月
(
天
体
)
の
満
ち
欠
け
に
は
関
係
せ

ず
、
当
然
閏
月
も
な
い
」
節
月
は
、
「
月
(
天
体
)
の
位
相
に
よ
っ
て
」

「
朔
日
か
ら
晦
ま
で
」
の
日
付
を
決
め
る
暦
月
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の

で
あ
る
が
、
両
者
は
全
く
無
関
係
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
「
暦
月
の
名

称
」
は
「
(
節
月
の
)
中
に
よ
っ
て
」
決
め
ら
れ
る
と
い
う
関
係
を
有
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
太
陽
暦
」
た
る
節
月

は
日
付
単
位
で
太
陽
の
運
行
に
連
動
す
る
が
、
暦
月
は
月
単
位
で
し
か
連

動
し
得
な
い
暦
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
大
き
く
異
な
る
暦
月
と
節
月
が
、
当
時
、
別
々
の
時
系

列
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
具
注
暦
を
見
れ
ば
明
白
で

あ
る
。
上
の
段
に
先
ず
暦
月
が
示
さ
れ
、
線
で
区
画
さ
れ
た
そ
の
下
の
段

に
細
字
を
用
い
て
割
り
注
形
式
で
二
十
四
節
気
・
七
十
二
候
・
節
・
中
な

ど
の
節
月
項
目
が
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
暦
月
は
日
付
扱
い
さ
れ
る
が
、

節
月
は
暦
注
扱
い
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
暦
月
中
心
主
義
が
明
ら
か
に
見

て
と
れ
る
と
も
言
え
よ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
時
系
列
と
認
識
さ
れ
て
い
た
両
者
に
お
い
て
、
一

年
の
始
ま
り
は
、
暦
月
に
於
い
て
は
「
一
月
一
日
」
、
「
節
に
よ
っ
て
一
年

を
十
二
か
月
に
分
け
る
」
節
月
に
於
い
て
は
「
正
月
節
立
春
第
一
日
」
と

さ
れ
て
い
た
。
暦
に
関
わ
る
限
り
、
一
年
の
始
ま
り
は
こ
の
二
種
以
外
に

は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
暦
月
の
「
ひ
と
と
せ
」
は
一
月
一

日
か
ら
次
の
一
月
一
日
の
前
日
ま
で
で
あ
り
、
節
月
の
「
ひ
と
と
せ
」
は

立
春
か
ら
次
の
立
春
の
前
日
ま
で
で
あ
る
。
一
月
一
日
か
ら
始
ま
っ
て
立

春
の
前
日
で
終
わ
る
一
年
や
立
春
か
ら
始
ま
っ
て
一
月
一
日
の
前
日
で
終

わ
る
一
年
な
ど
、
暦
を
誤
解
し
な
い
限
り
、
暦
法
上
あ
り
得
な
い
話
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
も
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

五

「
ふ
る
と
し
に
春
た
ち
け
る
」
「
と
し
の
う
ち
に
春
は
き
に
け
り
」
と

あ
る
部
分
の
、
「
ふ
る
と
し
」
の
「
と
し
」
及
び
「
と
し
の
う
ち
に
」
の

「
と
し
」
が
、
暦
月
の
「
と
し
」
つ
ま
り
「
一
月
一
日
か
ら
次
の
一
月
一

日
の
前
日
ま
で
」
の
意
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
定
説
で
あ
り
、
論
ず
る

必
要
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
「
春
た
つ
」
の
語
が
「
節
月
」
の
「
立
春
」

を
意
味
す
る
事
に
つ
い
て
も
同
様
と
思
う
。
「
ふ
る
と
し
に
春
た
ち
け
る
」

と
か
「
と
し
の
う
ち
に
春
は
き
に
け
り
」
と
か
言
う
の
は
、
暦
月
で
は
旧

年
で
あ
る
時
期
に
節
月
で
は
新
年
第
一
日
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
意
で

あ
り
、
こ
の
表
現
の
背
景
に
は
、
暦
月
と
節
月
に
対
す
る
確
か
な
理
解
が

読
み
と
ら
れ
る
。

田
中
喜
美
春
氏
は
、

元
方
の
歌
は
、
「
年
の
内
に
」
と
言
っ
て
い
る
以
上
、
「
ひ
と
と
せ
」

は
、
暦
年
の
一
年
で
あ
る
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
歳
未
近
く
な
っ

て
、
立
春
を
迎
え
、
残
る
何
日
か
を
無
視
し
て
「
ひ
と
と
せ
」
と
把

握
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
思
考
法
は
、
今
日
で
も
普
通
に
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
ひ
と
と
せ
」
は
、
暦
年
で
言
え
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ば
こ
と
し
で
あ
る
が
、
二
十
四
節
気
に
従
え
ば
こ
ぞ
と
な
り
、
同
一

時
間
が
相
入
れ
な
い
概
念
で
把
握
で
き
る
こ
と
に
と
ま
ど
い
を
感
じ

て
い
る
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
言
っ
て
お
ら
れ
る
が
、

「
年
の
内
に
」
と
言
っ
て
い
る
以
上
、
「
ひ
と
と
せ
」
は
、
暦
年
の

一
年
で
あ
る

な
ど
と
は
言
い
得
ま
い
。
「
暦
年
の
一
年
」
に
は
「
年
の
内
」
の
立
春
当

日
は
含
ま
れ
て
し
ま
い
、
「
残
る
何
日
か
を
無
視
し
」
た
と
し
て
も
、
「
二

十
四
節
気
に
従
え
ば
こ
ぞ
と
な
」
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
歌
が
立
春
当

日
の
詠
で
あ
る
以
上
、
そ
の
前
日
ま
で
し
か
「
こ
ぞ
」
と
は
言
え
す
、
立

春
の
当
日
を
含
ん
で
し
ま
え
ば
、
「
ひ
と
と
せ
」
は
「
こ
と
し
」
と
し
か

言
い
得
ま
い
。

最
近
に
お
い
て
も
、
「
ひ
と
と
せ
」
を
一
暦
年
と
す
る
説
は
比
較
的
多

い
が
、
そ
の
中
で
、
雜
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、

「
ひ
と
と
せ
」
は
、
今
年
の
初
め
か
ら
昨
日
ま
で
の
期
間
。
た
と
え

ば
、
十
二
月
二
十
六
日
に
立
春
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
前
日
ま
で
の

一
年
を
去
年
と
い
う
の
か
、
今
年
と
い
う
の
か
と
、
問
題
を
提
起
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
さ
れ
て
い
る
。
「
昨
日
」
と
は
「
春
立
ち
け
る
日
」
の
前
日
た
る
昨

日
の
意
で
あ
ろ
う
か
ら
、
節
月
の
「
ひ
と
と
せ
」
を
想
定
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
の
「
ひ
と
と
せ
」
が
「
昨
日
ま
で
」
に
限
定
さ
れ
て
今

日
を
含
ん
で
い
な
い
か
ら
に
は
、
「
去
年
」
で
し
か
あ
り
得
ず
、
「
今
年
」

と
は
な
り
得
ま
い
。

六

こ
の
よ
う
に
、
「
ひ
と
と
せ
」
を
暦
月
で
規
定
し
て
も
節
月
で
規
定
し

て
も
、
同
じ
「
ひ
と
と
せ
」
が
「
こ
ぞ
」
と
も
「
こ
と
し
」
と
も
呼
ば
れ

得
る
期
間
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
手
詰
ま
り
感
が
募
る
ば

か
り
と
も
言
え
よ
う
が
、
こ
こ
で
発
想
を
転
換
し
て
み
よ
う
。
「
こ
ぞ
」

「
こ
と
し
」
と
い
う
概
念
は
こ
の
場
合
矛
盾
概
念
で
あ
り
同
時
成
立
は
不

可
能
で
あ
る
。

そ
の
「
ひ
と
と
せ
」
の
中
に
詠
歌
時
点
た
る
「
春
た
ち
け
る
日
」
が
含

ま
れ
れ
ば
「
こ
と
し
」
で
あ
る
し
、
そ
の
「
ひ
と
と
せ
」
の
中
に
「
春
た

ち
け
る
日
」
が
(
新
年
第
一
日
目
と
し
て
昨
日
ま
で
の
日
々
と
区
分
さ
れ

て
)
含
ま
れ
な
け
れ
ば
、
昨
日
以
前
の
み
が
「
こ
ぞ
」
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
元
方
は
、
「
春
た
ち
け
る
日
」
で
新
年
に
な
っ
た
の
か
ま
だ
「
と
し

の
う
ち
」
な
の
か
、
「
春
た
ち
け
る
日
」
で
「
と
し
」
が
区
切
ら
れ
た
の

か
区
切
ら
れ
て
い
な
い
の
か
、
と
質
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
節
月
な
ら

ば
区
切
ら
れ
る
し
暦
月
な
ら
ば
区
切
ら
れ
な
い
。
自
明
の
こ
と
で
あ
る
の

に
、
そ
こ
を
質
問
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
作
者
は
「
ひ
と
と
せ
を
」
と
捏

示
し
な
が
ら
そ
れ
が
暦
月
か
節
月
か
の
区
別
を
自
ら
は
し
て
い
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
「
ひ
と
と
せ
」
の
終
わ
り
に
つ
い
て
暦
月
か
節
月
か
の

区
別
を
疑
問
・
と
ま
ど
い
に
委
ね
て
し
ま
っ
て
い
る
作
者
は
「
ひ
と
と
せ
」

の
初
め
に
つ
い
て
も
一
切
言
及
を
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
べ
き
だ
。

こ
の
捏
示
さ
れ
た
「
ひ
と
と
せ
」
は
、
そ
の
終
わ
り
も
そ
の
始
め
も
曖
昧
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に
し
て
漠
然
と
「
ひ
と
と
せ
」
と
捉
え
ら
れ
た
時
間
に
過
ぎ
な
い
。

七

そ
の
終
わ
り
も
始
め
も
曖
昧
に
し
て
な
ぜ
「
ひ
と
と
せ
」
と
い
う
概
念

が
成
り
立
つ
の
か
。

一
月
一
日
と
立
春
正
月
節
は
、
約
三
十
年
に
一
度
の
割
合
で
一
致
す
る

が
、
そ
れ
以
外
は
ズ
レ
る
。
だ
が
、
「
年
」
の
レ
ベ
ル
に
於
い
て
暦
月
と

節
月
が
ズ
レ
を
見
せ
る
の
は
年
未
年
始
に
限
ら
れ
、
し
か
も
、
内
田
正
男

氏
の
御
説
の
如
く
「
立
春
は
(
暦
月
の
)
十
二
月
十
五
日
か
ら
正
月
十
五

日
の
間
に
あ
る
」
か
ら
、
暦
月
の
新
年
を
迎
え
る
一
月
一
日
と
節
月
の
新

年
を
迎
え
る
立
春
と
の
ズ
レ
幅
は
最
大
限
半
月
(
精
確
に
は
二
十
四
節
気

の
一
節
気
分
)
に
し
か
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
延
喜
四
年
十
二
月
二
十
三

日
が
立
春
正
月
節
で
あ
り
、
節
月
で
は
こ
の
日
か
ら
延
喜
五
年
と
な
る
。

し
か
し
、
暦
月
で
は
十
二
月
の
う
ち
は
ま
だ
延
喜
四
年
の
ま
ま
で
あ
り
、

こ
の
段
階
で
は
節
月
で
は
延
喜
五
年
・
暦
月
で
は
延
喜
四
年
と
い
う
よ
う

に
ズ
レ
て
い
る
。
が
、
間
も
な
く
一
月
一
日
を
迎
え
、
節
月
で
も
暦
月
で

も
延
喜
五
年
と
な
り
、
「
年
」
の
ズ
レ
は
な
く
な
る
。
次
の
立
春
は
延
喜

六
年
正
月
四
日
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
一
月
一
日
の
段
階
で
、
暦
月
で
は

延
喜
六
年
と
な
る
の
に
節
月
で
は
延
喜
五
年
で
あ
り
ズ
レ
を
発
生
さ
せ
る

が
、
間
も
な
く
正
月
四
日
に
立
春
正
月
節
と
な
り
、
暦
月
で
も
節
月
で
も

延
喜
六
年
と
な
っ
て
、
「
年
」
の
ズ
レ
は
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、

一
年
間
の
大
部
分
(
二
十
四
分
の
二
十
三
以
上
)
の
期
間
は
暦
月
で
も
節

月
で
も
同
一
の
「
年
」
と
な
る
部
分
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
「
年
」
の
概
念

は
主
と
し
て
こ
の
部
分
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
厳
密

に
年
末
年
始
を
確
認
し
な
け
れ
ば
「
年
」
の
概
念
を
使
い
得
な
か
っ
た
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。

暦
月
・
節
月
の
区
別
を
し
な
い
漠
然
た
る
意
味
で
漫
然
と
「
ひ
と
と
せ
」

の
語
を
用
い
て
い
る
例
を
挙
げ
よ
う
。

万
葉
集
二
千
二
百
二
十
二
番

ひ
と
と
せ
に
ふ
た
た
び
ゆ
か
ぬ
あ
き
や
ま
を
こ
こ
ろ
に
あ
か
ず
す
ぐ

し
つ
る
か
も

古
今
集
二
百
七
十
八
番

こ
れ
さ
だ
の
み
こ
の
家
の
歌
合
の
歌

よ
み
人
し
ら
ず

い
ろ
か
は
る
秋
の
き
く
を
ば
、
ひ
と
と
せ
に
ふ
た
た
び
に
ほ
ふ
花
と

こ
そ
見
れ

貴
之
集
六
十
七
番

ひ
と
と
せ
に
二
た
び
に
ほ
ふ
梅
花
春
の
心
に
あ
か
ぬ
な
る
べ
し

貫
之
集
に
「
ひ
と
と
せ
に
二
た
び
に
ほ
ふ
梅
花
」
と
あ
る
の
は
、
冬
の
時

期
梅
の
枝
に
積
も
っ
た
雪
を
二
回
目
の
開
花
に
見
立
て
た
も
の
だ
が
、
こ

れ
ら
の
歌
に
歌
わ
れ
る
「
ひ
と
と
せ
」
は
、
暦
月
・
節
月
の
区
別
な
ど
念

頭
に
無
い
形
で
漠
然
と
歌
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。
他
な
ら
ぬ
在
原
元
方
も
、

次
の
よ
う
な
歌
を
歌
っ
て
い
る
。

後
撰
果
百
九
番

題
し
ら
ず

在
原
元
方

ひ
と
と
せ
に
ふ
た
た
び
さ
か
ぬ
花
な
れ
ば
む
べ
ち
る
こ
と
を
人
は
い

-
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ひ
け
り

「
ひ
と
と
せ
に
ふ
た
た
び
さ
か
ぬ
花
」
と
は
こ
の
場
合
桜
の
こ
と
を
言
っ

て
い
る
が
、
こ
の
「
ひ
と
と
せ
」
も
暦
月
・
節
月
の
区
別
を
し
な
い
漠
然

た
る
意
味
で
用
い
て
い
る
と
思
う
。
年
末
年
始
で
も
な
い
限
り
、
暦
月
・

節
月
の
区
別
に
頓
着
し
な
い
こ
の
種
の
用
法
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。

八

し
か
し
、
在
原
元
方
は
年
末
年
始
の
し
か
も
節
月
意
識
の
最
も
際
立
つ

「
春
た
ち
け
る
日
」
の
詠
に
、
暦
月
・
節
月
の
区
別
を
し
な
い
漠
然
た
る

意
味
の
「
ひ
と
と
せ
」
の
語
を
持
ち
込
ん
だ
。
文
脈
上
、
「
同
じ
ひ
と
と

せ
」
と
い
う
同
一
性
の
意
味
ま
で
を
添
え
て
。

だ
が
、
実
は
、
こ
の
同
一
性
は
、
漠
然
た
る
「
ひ
と
と
せ
」
と
い
う
意

味
の
レ
ベ
ル
に
於
い
て
し
か
維
持
し
得
な
い
。
漠
然
た
る
意
味
の
「
ひ
と

と
せ
」
は
疑
問
提
示
の
段
階
で
こ
そ
同
一
性
を
装
う
け
れ
ど
、
答
え
の
段

階
で
は
、
「
こ
ぞ
」
「
こ
と
し
」
の
語
に
誘
導
さ
れ
て
節
月
・
暦
月
の
区
別

に
触
れ
ざ
る
を
得
ず
、
「
ひ
と
と
せ
」
の
同
一
性
は
解
体
さ
れ
て
し
ま
う
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
元
方
は
、

年
初
以
来
続
い
て
来
た
こ
の
「
ひ
と
と
せ
」
は
、
立
春
正
月
節
で
区

切
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
区
切
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

と
問
う
た
の
だ
。
暦
月
・
節
月
の
区
別
を
し
な
い
漠
然
た
る
「
ひ
と
と
せ
」

を
提
示
し
、
そ
の
「
ひ
と
と
せ
」
が
暦
月
か
節
月
か
を
問
う
て
い
る
。

「
ひ
と
と
せ
」
の
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
始
ま
り
に
関
し
て
で
も
、
ま

た
、
そ
の
終
わ
り
に
関
し
て
で
も
、
具
体
的
に
言
及
し
た
途
端
に
、
そ
の

「
ひ
と
と
せ
」
は
暦
月
も
し
く
は
節
月
の
い
ず
れ
か
の
枠
内
に
す
る
り
と

入
り
込
ん
で
し
ま
い
、
一
挙
に
「
ひ
と
と
せ
」
の
漠
然
性
が
失
わ
れ
て
、

「
こ
ぞ
」
で
は
あ
る
が
「
こ
と
し
」
で
は
な
い
「
ひ
と
と
せ
」
か
、
「
こ
と

し
」
で
は
あ
る
が
「
こ
ぞ
」
で
は
な
い
「
ひ
と
と
せ
」
に
な
り
お
お
せ
て
、

肝
心
の
「
去
年
と
や
い
は
む

今
年
と
や
い
は
む
」
と
い
う
疑
問
・
と
ま

ど
い
の
世
界
へ
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
だ
。
「
ひ
と
と
せ
」

の
具
体
的
時
期
を
特
定
し
よ
う
と
し
た
従
来
の
研
究
者
達
が
明
解
を
得
な

か
っ
た
所
以
で
あ
る
。

九

神
尾
暢
子
氏
は
、

在
原
元
方
の
作
品
「
年
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
ひ
と
と
せ
を
こ

ぞ
と
や
い
は
む
こ
と
し
と
や
い
は
む
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
自
体

を
独
行
さ
せ
る
と
き
、
そ
の
立
春
は
、
年
内
立
春
に
定
着
す
る

と
は
断
定
し
が
た
い
。
新
年
立
春
で
あ
る
可
能
性
も
、
そ
れ
が
、
一

月
一
日
で
な
け
れ
ば
、
保
留
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
暦
年
の
途
中
に
、

立
春
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
年
内
立
春
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
新
年
立

春
は
、
排
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
自
体
を
如
何
に
「
独
行
さ
せ
」

て
も
、
「
年
の
う
ち
に
」
と
い
う
語
を
雜
年
の
時
期
に
使
う
と
は
思
わ
れ

ず
、
到
底
従
い
が
た
い
。
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ま
た
、
新
年
立
春
の
場
合
は
、
先
ず
一
月
一
日
が
訪
れ
、
そ
の
後
精
々

十
五
日
以
内
の
短
期
間
内
に
立
春
が
訪
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
な
ら
ば
、

コ
月
一
日
」
に
そ
の
日
を
新
年
と
す
る
か
否
か
の
判
断
即
ち
暦
月
に
拠

る
か
節
月
に
拠
る
か
の
判
断
を
下
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
そ
の
後
間
も

な
い
立
春
の
日
の
段
階
で
暦
月
に
拠
る
か
節
月
に
拠
る
か
で
と
ま
ど
っ
て

い
る
と
い
う
の
は
理
解
し
難
い
。

こ
れ
と
異
な
っ
て
、
年
内
立
春
の
場
合
は
、
前
回
の
立
春
も
し
く
は
前

回
の
「
一
月
一
日
」
の
後
に
暦
月
・
節
月
の
区
別
を
要
し
な
い
一
年
近
く

の
長
期
を
経
て
い
る
の
で
、
そ
の
間
に
暦
月
・
節
月
の
区
別
に
無
頓
着
な

日
々
を
積
み
重
ね
て
し
ま
う
。
「
年
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
」
の
「
け

り
」
は
暦
月
・
節
月
の
区
別
に
無
頓
着
な
日
々
を
送
っ
て
い
る
状
態
の
ま

ま
立
春
正
月
節
に
突
入
し
、
突
入
の
後
に
初
め
て
そ
の
日
が
立
春
正
月
節

で
あ
る
事
に
気
付
い
た
と
い
う
次
第
を
表
し
て
い
よ
う
。
暦
月
・
節
月
の

区
別
に
無
頓
着
な
姿
勢
の
ま
ま
、
節
月
の
新
年
第
一
日
目
に
直
面
し
、
こ

れ
ま
で
無
頓
着
に
漫
然
と
過
ご
し
て
来
た
ひ
と
と
せ
ほ
ど
は
節
月
で
あ
っ

た
か
暦
月
で
あ
っ
た
か
と
ふ
と
疑
問
に
思
っ
た
、
そ
う
い
う
体
の
歌
で
あ

る
。

注
1

小
沢
正
夫
氏
校
注
・
訳

日
本
古
典
文
学
全
集
『
吉
今
和
歌
集
』

(
小
学
館

昭
和
四
十
六
年
四
月
)
六
十
三
頁

2

神
尾
暢
子
氏
著
『
王
朝
国
語
の
表
現
映
像
』
(
新
典
社

昭
和
五

十
七
年
四
月
)
所
収
「
在
原
元
方
と
立
春
映
像
1
歳
内
立
春
と
吉

今
巻
頭
-
」
参
照

3

田
中
新
一
氏
著
『
平
安
朝
文
学
に
見
る
二
元
的
四
季
観
』
(
風
間

市
房

平
成
二
年
四
月
)
第
三
節
「
『
古
今
集
』
に
見
る
二
元
的

四
季
観
」
参
照

4

内
田
正
男
氏
著

理
科
年
表
読
本
『
こ
よ
み
と
天
文
・
今
昔
』

(
丸
善

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
)
二
十
四
百
~
二
十
頁

5

陽
明
叢
書
『
御
堂
関
白
記

一

自
筆
本
』
(
思
文
閣
出
版

昭

和
五
十
八
年
七
月
)
な
ど
参
照

6

田
中
喜
美
春
氏
担
当
「
昭
和
五
十
年
度
学
界
展
望
・
中
古
(
韻
文
)
」

(
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会

『
文
学
・
語
学
』
第
七
十
七
号
所

収
)

7

小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
両
氏
校
注
・
訳

雜
編
日
本
古
典
文
学
全

集
『
古
今
和
歌
集
』
(
小
学
館

平
成
六
年
十
一
月
)
三
十
一
真

8

注
4
書

ニ
ト
三
頁

9

吉
川
騏
一
郎
・
岡
田
芳
朗
・
伊
東
和
彦
・
大
谷
光
男
四
氏
編
『
日

本
暦
日
総
覧

具
注
暦
篇

古
代
後
期

こ
(
本
の
友
社

平

成
四
年
十
一
月
)
参
照

な
お
、
万
葉
集
・
古
今
集
・
貴
之
集
・
後
撰
集
の
本
文
は
、
新
編
国
歌
大

観
に
拠
っ
た
。
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