
宗
長
と
宗
碩

︱
︱
宗
長
評
を
め
ぐ
っ
て

岩

下

紀

之

１

連
歌
師
は
連
歌
創
作
の
能
力
の
ほ
か
に
、
会
席
で
の
作
法
、
後
援
者
と
の
接
触
、
古
典
の
学
習
な
ど
、
多
方
面
の
活
動
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ

ら
の
修
得
に
は
実
力
あ
る
連
歌
師
に
近
侍
し
て
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
で
探
ろ
う
と
す
る
宗
長
・
宗
碩
は
、
最
大

の
連
歌
師
宗
O
の
も
と
で
修
行
を
積
む
こ
と
が
で
き
た
。
宗
O
は
長
寿
に
恵
ま
れ
た
人
で
あ
り
、
二
人
の
修
行
の
時
期
に
は
か
な
り
の
へ
だ
た

り
が
あ
る
。
宗
長
が
文
安
五
年
、
宗
碩
は
文
明
六
年
の
生
れ
で
、
年
齢
差
二
十
六
年
で
あ
る
。

宗
長
は
早
く
文
正
元
年
に
宗
O
に
会
っ
て
お
り
、
そ
の
後
文
明
十
年
以
後
、
越
後
、
中
国
、
九
州
の
旅
に
同
行
、
水
無
瀬
三
吟
、
湯
山
三
吟

に
同
座
、﹃
新
撰
菟
玖
波
集
﹄
撰
に
も
協
力
し
て
い
る
。
宗
O
の
古
典
講
説
を
筆
記
し
、
伊
勢
、
源
氏
、
百
人
一
首
の
注
釈
に
関
わ
っ
て
い
る
。

当
然
そ
の
間
の
連
歌
会
で
、
連
歌
師
と
し
て
の
全
般
的
な
指
導
を
受
け
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

宗
碩
は
明
応
四
、
五
年
頃
か
ら
宗
O
に
師
事
し
た
と
見
ら
れ
、
宗
O
が
最
後
の
旅
を
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
明
応
八
年
正
月
四
日
の
何
船
百

韻
に
、
宗
O
、
宗
長
ら
と
同
座
、
越
後
か
ら
関
東
へ
の
最
後
の
旅
に
近
侍
し
、
文
亀
二
年
四
月
廿
五
日
の
伊
香
保
三
吟
に
加
わ
り
、
同
年
の
宗

O
死
去
に
邂
逅
し
て
追
善
の
百
韻
を
宗
長
と
両
吟
し
て
い
る
。
宗
長
は
師
の
最
盛
期
に
、
宗
碩
は
師
の
最
後
の
旅
に
、
そ
れ
ぞ
れ
め
ぐ
り
あ
わ
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せ
、
時
期
は
違
う
が
宗
O
門
下
の
有
力
な
弟
子
で
あ
っ
た
。
宗
長
は
師
の
旅
の
最
後
の
時
期
に
駿
河
か
ら
駈
け
付
け
て
死
を
見
取
り
、
諸
事
を

と
り
し
き
り
、
終
焉
の
記
を
執
筆
し
て
都
に
知
ら
せ
る
な
ど
、
宗
O
門
下
の
筆
頭
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
時
宗
長
は
五
十
五
歳
、
宗

碩
は
二
十
九
歳
で
、
師
を
失
な
っ
た
宗
碩
と
し
て
は
ま
だ
し
か
る
べ
き
指
導
者
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
同
門
の
兄
弟
子
で
あ
る
宗
長
に
兄

事
す
る
の
は
自
然
で
、
両
者
が
駿
河
と
尾
張
を
出
身
地
と
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
宗
長
が
島
田
の
鍛
冶
職
人
の
家
の
出
で
あ
る
の
に
対
し
、

宗
碩
も
ま
た
鍬
鍛
冶
の
子
で
あ
る
と
の
伝
承
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
両
者
の
親
し
さ
の
元
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

２

現
存
す
る
宗
碩
句
集
に
つ
い
て
は
余
語
敏
男
氏
の
研
究
が
あ
り
、
本
稿
は
そ
れ
に
依
据
し
て
考
え
て
み
た
い
。﹃
宗
碩
と
地
方
連
歌
﹄
に
句
集

の
解
題
と
研
究
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

一

宗
碩
百
句

二

宗
碩
付
句

三

宗
碩
回
章
︵
白
井
本
︶

で
あ
る
。
こ
の
内
、
一
と
三
に
宗
長
評
が
あ
る
。
肖
柏
の
付
点
が
あ
る
の
は
﹃
宗
碩
付
句
﹄
で
あ
る
が
、
こ
の
後
半
が
﹃
宗
碩
回
章
﹄
の
句
集

部
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
本
文
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
の
﹃
宗
碩
百
句
﹄
は
﹃
連
歌
貴
重
文
献
集
第
九
集
﹄
に
影
印
が
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ

に
前
句
・
付
句
そ
れ
ぞ
れ
に
算
用
数
字
を
用
い
て
通
し
番
号
を
ふ
り
、
引
用
す
る
。﹃
宗
碩
回
章
﹄
は
余
語
氏
の
御
著
書
に
、
﹃
宗
碩
付
句
﹄
の

後
半
部
の
形
で
翻
刻
が
あ
り
、
漢
数
字
に
よ
っ
て
、
前
句
・
付
句
を
一
単
位
と
し
て
通
し
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。﹃
宗
碩
回
章
﹄
は
他
に
京
大

平
松
本
が
あ
り
、
句
集
部
分
は
白
井
本
よ
り
句
数
が
少
な
い
が
、
白
井
本
が
欠
く
書
状
の
部
分
を
伝
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
句
集
の
部
分
は
余

語
氏
の
翻
刻
に
よ
り
、
書
状
部
分
は
平
松
本
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
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各
句
集
の
成
立
に
つ
い
て
余
語
氏
は
考
察
さ
れ
、﹃
宗
碩
付
句
﹄
に
は
、
明
応
九
年
七
月
十
一
日
の
百
韻
、
文
亀
二
年
四
月
二
十
五
日
の
伊
香

保
百
韻
の
句
を
発
見
さ
れ
、﹁
こ
の
三
句
は
宗
碩
の
初
期
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
O
没
後
程
な
い
時
期
の
成
立
か
も
知
れ
な
い
﹂
と
結
論
さ
れ

た
。
文
亀
二
年
八
月
六
日
の
、
宗
長
・
宗
碩
両
吟
の
宗
O
追
善
の
百
韻
の
句
が
見
え
な
い
の
で
、
そ
れ
以
前
の
成
立
と
の
可
能
性
も
指
摘
し
て

お
き
た
い
。
な
お
、

か
は
る
に
何
か
の
こ
る
お
も
ひ
て

45
う
く
つ
ら
き
契
な
ら
す
や
夢
に
な
せ

46こ
れ
に
つ
い
て
は
、
天
満
宮
文
庫
本
﹃
壁
草(１

)

﹄
に

一
八
五

う
く
つ
ら
き
契
な
ら
す
や
夢
に
な
せ

一
八
六

う
ら
む
も
は
か
な
花
に
山
か
せ

と
あ
り
、
連
続
す
る
三
句
が
復
原
さ
れ
る
。
宗
長
と
宗
碩
が
同
座
し
、
句
の
行
様
は
恋
か
ら
春
へ
転
換
し
て
い
る
。

﹃
宗
碩
付
句
﹄
は
、
永
正
七
年
十
月
二
十
日
何
人
百
韻
の
句
を
含
み
、
永
正
八
年
か
ら
永
正
十
一
年
頃
ま
で
、
遅
く
と
も
永
正
十
三
年
ま
で
の

成
立
、﹃
宗
碩
回
章
﹄
は
永
正
七
年
十
月
十
一
日
の
日
付
が
あ
り
、﹃
池
田
千
句
﹄
の
句
が
付
句
七
句
、
発
句
一
句
が
確
認
さ
れ
る
。
以
上
余
語

氏
の
考
証
は
、
動
か
し
得
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
小
句
集
三
点
は
、
出
典
を
確
認
で
き
る
百
韻
、
千
句
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
か
二
つ
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
、
い
ず
れ
も
比
較
的
短

期
間
の
句
を
集
め
て
、
肖
柏
・
宗
長
の
両
先
達
の
評
を
請
う
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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３

以
下
宗
長
の
評
を
あ
ら
あ
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
全
体
を
通
し
て
合
点
を
付
し
て
い
る
が
、
そ
の
数
を
点
検
し
て
み
よ
う
。
写
本
が
転
写
を

重
ね
る
に
し
た
が
っ
て
合
点
そ
の
も
の
の
誤
写
は
増
加
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
末
尾
に
記
さ
れ
た
集
計
に
従
っ
て
お
く
。
ま
ず
﹃
宗
碩
百
句
﹄

は
付
句
百
句
、
発
句
二
十
二
句
か
ら
な
る
が
、﹁
付
墨
四
十
八
句

長
四
﹂
と
あ
る
。﹃
宗
碩
回
章
﹄
は
、
付
句
八
十
五
句
、
発
句
十
句
で
あ
る

が
、
平
松
本
で
は
﹁
合
点
四
十
四
句

長
三
﹂
と
し
て
い
る
。
つ
い
で
に
﹃
宗
碩
付
句
﹄
は
付
句
百
二
十
二
句
、
発
句
三
十
五
句
、
肖
柏
は
こ

れ
に
﹁
合
点
五
十
三
句

内

長
一
﹂
と
い
う
評
価
で
あ
っ
た
。
連
歌
師
が
素
人
の
数
奇
者
の
句
を
批
評
す
る
時
の
合
点
は
、
は
げ
ま
し
の
意

を
込
め
て
甘
い
も
の
に
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
宗
碩
に
対
し
て
両
先
達
が
そ
の
よ
う
な
態
度
で
臨
む
こ
と
も
な
か
ろ
う
し
、
宗
碩
自
身
そ
ん

な
こ
と
は
期
待
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
五
割
前
後
の
合
点
を
得
た
の
は
好
成
績
と
見
て
よ
く
、
宗
碩
は
自
信
を
持
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
宗
長
は
、﹃
宗
碩
百
句
﹄
に
対
し
﹁
珍
重
抜
群
之
物
候
﹂
と
誉
め
る
も
の
の
、
﹁
猶
今
少
幽
玄
所
被
懸
心
候
者
肝

要
候
﹂
と
、
苦
言
も
呈
し
て
い
る
。﹃
宗
碩
回
章
﹄
で
も
、﹁
数
篇
沈
吟
候
、
本
望
唯
遂
面
様
ニ

面
白
候
﹂
と
、
文
脈
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
が
一

応
誉
め
、
つ
い
で
﹁
余
に
案
し
給
候
事
、
無
余
情
幽
玄
も
候
物
お
ほ
く
見
え
候
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。

﹁
幽
玄
﹂﹁
余
情
﹂
と
い
っ
た
歌
学
上
の
語
が
、
永
正
頃
の
連
歌
師
に
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
は
、
い
ま
だ
研
究
が
充
分
と
は
言

え
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
具
体
的
に
句
評
と
し
て
使
用
さ
れ
た
箇
所
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

﹃
宗
碩
百
句
﹄
発
句
に
、

月
の
秋
残
り
さ
へ
そ
ふ
今
夜
哉

205

有
心
幽
玄
殊
勝〻

〻
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こ
こ
で
は
﹁
有
心
幽
玄
﹂
と
並
記
さ
れ
て
い
る
。
付
句
で
は

心
の
お
く
は
な
に
か
わ
す
れ
ん

145
花
に
い
ら
は
し
ほ
る
も
よ
し
や
吉
野
山

146

心
の
お
く
に
吉
野
の
山
勿
論
候

但
今
少
有
心
な
る
所
あ
ら
ま
ほ
し
く
候

月
う
す
く
な
る
暁
の
か
け

177
灯
を
猶
な
か
き
夜
に
か
き
た
て
ゝ

178

一
句
無
余
情
候
哉

有
心
、
幽
玄
、
余
情
な
ど
、
和
歌
を
論
ず
る
時
使
用
さ
れ
る
語
を
も
っ
て
評
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
く
ら
い
で
、
こ
の
程
度
の
用
例
か
ら
宗
長

の
真
意
を
忖
度
す
る
の
は
控
え
て
お
き
た
い
。

４

そ
の
他
の
評
を
い
く
つ
か
見
て
お
く
と
、
賞
讃
の
語
は
批
判
の
そ
れ
に
比
べ
て
少
な
い
。
﹃
宗
碩
回
章
﹄
︵
以
下
﹃
回
章
﹄
と
略
す
︶
に
は
、

そ
も
そ
も
褒
辞
が
見
あ
た
ら
な
い
。
合
点
し
た
だ
け
で
充
分
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
﹃
宗
碩
百
句
﹄︵
以
下
﹃
百
句
﹄
と
略
す
︶
で
は
、

﹁
此

４

眺
望
無
比
類
候
珍
重
候
﹂
と
あ
る
が
、﹁
珍
重
﹂
な
る
語
が
、
以
下

、

、

、

な
ど
に
見
え
、
理
想
と
す
る
風
体
を
論
ず
る
文
言
は
な
い
。

16

72

162

219

﹁
墨
毎
句
の
や
う
に
候
へ
は
是
は
閣
筆
候
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
宗
碩
の
句
を
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

52
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引
歌
、
あ
る
い
は
本
歌
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。﹃
百
句
﹄

幾
里
も
ま
き
れ
ん
峯
の
花
な
ら
ん

49

梅
さ
く
山
に
に
ほ
ふ
松
か
せ

50

家
隆
卿
詠
面
影
う
か
ひ
候

﹃
新
勅
撰
集
﹄
四
〇

い
く
さ
と
か
月
の
ひ
か
り
も
に
ほ
ふ
ら
む
む
め
さ
く
山
の
み
ね
の
は
る
風

を
巧
み
に
取
っ
た
と
の
評
価
で
あ
ろ
う
。

同
じ
く秋

は
す
ゑ
の
ゝ
む
し
の
こ
ゑ
〳
〵

71

霜
枯
の
お
花
く
す
は
な
吹
風
に

72

万
葉
の
風
珍
重
候

﹃
万
葉
集
﹄
一
五
三
八
、
山
上
憶
良

萩
の
花
を
花
葛
花
な
で
し
こ
の
花
を
み
な
へ
し
ま
た
藤
袴
朝
顔
の
花

を
引
い
た
こ
と
を
﹁
珍
重
﹂
と
評
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
、
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花
や
み
な
心
〳
〵
に
咲
ぬ
ら
ん

171

ひ
と
つ
み
と
り
の
野
へ
の
春
草

172

あ
ま
り
に
本
歌
の
ま
ゝ
に
聞
候

本
歌
の
判
定
は
困
難
で
あ
る
が
、﹃
拾
玉
集
﹄
三
五
一
五

あ
は
れ
に
も
お
な
じ
み
ど
り
の
春
の
草
こ
こ
ろ
ご
こ
ろ
に
色
か
は
り
ゆ
く

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
さ
ら
に
、﹃
古
今
集
﹄
二
四
五

み
ど
り
な
る
ひ
と
つ
草
と
ぞ
春
は
見
し
秋
は
色
色
の
花
に
ぞ
有
り
け
る

を
本
歌
と
し
て
い
る
。
宗
碩
の
句
は
慈
円
の
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
が
、
春
の
草
の
一
様
に
緑
で
あ
る
の
に
、
花
は
そ
れ
ぞ
れ
の
色
に
咲
く
と

い
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
で
い
て
は
、﹁
あ
ま
り
に
本
歌
の
ま
ゝ
﹂
と
い
う
よ
り
外
に
言
い
様
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、﹃
回
章
﹄
で
は

今
さ
ら
い
と
ゝ
老
そ
か
な
し
き

一
一
い
か
に
せ
は
身
を
は
や
な
か
ら
春
の
花

前
に
本
歌
の
心
聊
あ
ら
ま
ほ
し
く
候
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と
あ
る
が
、
本
歌
と
す
べ
き
歌
が
何
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。﹁
老
そ
か
な
し
き
﹂
で
結
ぶ
歌
が
為
家
他
何
首
か
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
宗
長
の
評
は
、
本
歌
の
取
り
様
を
明
確
な
ら
し
め
よ
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
連
歌
の
語
句
を
利
用
し
た
場
合
は
ど
う
か
。﹃
回
章
﹄

あ
れ
た
る
庵
は
す
む
も
す
ま
れ
ず

七
八
今
は
た
ゝ
な
き
に
し
か
し
の
身
の
行
末

能
阿
句
に
や
ら
ん
此
作
候
�
如
何

﹃
新
撰
菟
玖
波
集
﹄
三
一
八
二
に

よ
き
事
ま
た
ん
身
と
も
お
も
は
す

老
ぬ
れ
は
な
き
に
し
か
し
の
世
中
に

と
あ
る
。
ま
た
﹃
回
章
﹄
の
発
句

七
一
声
に
月
や
夜
わ
た
る
ほ
と
ゝ
き
す

等
類
候
や
ら
ん
不
分
明
候
如
何

と
あ
る
が
、
こ
れ
も
﹃
新
撰
菟
玖
波
集
﹄
三
七
〇
六
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一
声
に
見
ぬ
山
ふ
か
し
ほ
と
ゝ
き
す

と
心
敬
の
句
が
あ
り
、﹁
一
声
﹂
で
始
め
、﹁
ほ
と
ゝ
き
す
﹂
と
閉
じ
る
の
が
共
通
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
連
歌
に
お
い
て
本
歌
取
り
そ
の
も
の
は
全
く
問
題
な
く
、
巧
み
に
生
か
せ
ば
称
讃
さ
れ
、
拙
な
け
れ
ば
批
判
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
も
八
代
集
や
万
葉
に
限
ら
な
い
。
し
か
し
連
歌
か
ら
取
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、﹃
新
撰
菟
玖
波
集
﹄
の
作
な
ど
は

し
っ
か
り
記
憶
し
て
お
き
、
等
類
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

５

批
判
的
な
評
と
し
て
、﹃
百
句
﹄

の
﹁
つ
ら
け
れ
と
絶
ね
人
﹂
に
つ
い
て
、﹁
あ
ま
り
詞
く
た
け
て
聞
候
﹂
と
あ
り
、
用
語
が
俗
語
的
だ
と

24

言
っ
た
ご
と
く
で
あ
っ
た
り
、

﹁
付
様
耳
な
れ
候
�
﹂
と
、
平
凡
さ
を
指
摘
し
た
り
、

﹁
つ
れ
な
き
に
生
れ
あ
は
す
と
も
輪
廻
は
か
な
し

98

62

か
る
へ
き
事
に
あ
ら
す
候
哉
﹂
と
、
仏
教
教
理
の
理
解
不
充
分
さ
を
示
唆
し
た
り
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
興
味
深
い
。

し
か
し
最
も
多
い
評
は
、﹁
五
文
字
﹂
の
こ
と
で
あ
る
。﹃
百
句
﹄

・

・

・

・

・

の
六
度
、﹃
回
章
﹄
四
・
一
三
・
一
八
・
五
三
・

８

40

78

88

156

219

六
〇
・
六
八
・
書
状
の
部
に
一
箇
所
で
、
計
七
度
出
る
。
こ
の
語
自
体
は
特
に
意
味
が
あ
る
と
も
見
え
ず
、
従
来
と
り
た
て
て
考
察
さ
れ
た
こ

と
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
は
、﹁
い
つ
も
じ
﹂﹁
ご
も
じ
﹂
の
読
み
で
二
箇
所
に
立
項
し
、
和
歌
や
連
歌
俳
諧
の
第
一
句
の

五
文
字
を
い
う
と
の
意
の
語
釈
を
加
え
る
。
他
の
諸
辞
書
も
同
様
の
説
明
を
し
て
お
り
、
引
用
の
出
典
に
﹃
俳
諧
名
目
抄
﹄
の
﹁
い
つ
も
じ
と

い
ふ
べ
し
。
ご
も
じ
と
い
ふ
人
あ
り
。
わ
ろ
し
﹂
と
い
う
文
を
掲
げ
な
が
ら
も
、
あ
え
て
読
み
を
固
定
し
て
い
な
い
。
要
は
さ
し
て
注
目
に
値

す
る
語
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
連
歌
論
に
目
を
通
し
て
も
用
例
が
稀
と
は
言
え
な
い
が
、
重
要
な
語
と
も
見
え
ず
、
こ
こ
で
の
宗
長
の

多
用
ぶ
り
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
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宗
長
評
に
お
い
て
は
、
五
文
字
の
詠
み
方
が
、
具
体
的
に
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
﹃
百
句
﹄
の
評
、

花
に
わ
か
る
ゝ
お
く
山
の
と
も

７

桜
に
も
木
の
も
と
す
み
は
誰
と
は
ん

８

五
文
字
不
庶
幾
候

前
句
の
、
花
の
も
と
で
の
友
人
と
の
別
れ
に
込
め
ら
れ
た
万
感
の
思
い
に
対
し
、
花
を
桜
に
限
定
し
て
﹁
桜
に
も
﹂
と
受
け
て
は
、
一
挙
に
感

興
が
そ
が
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
同
じ
く

木
の
葉
み
た
れ
て
千
鳥
鳴
な
り

155

打
出
る
わ
か
門
さ
ひ
し
秋
の
く
れ

156

此
五
文
字
駒
な
と
の
や
う
に
覚
候

前
句
、
木
の
葉
が
散
り
乱
れ
、
千
鳥
が
寒
々
と
鳴
く
景
に
対
し
、
門
外
に
出
て
み
よ
う
と
す
る
付
句
作
者
の
動
作
を
﹁
打
出
る
﹂
と
表
現
し
て

は
、
ま
る
で
乗
馬
の
勇
ま
し
さ
の
よ
う
で
、
不
調
和
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

﹃
回
章
﹄
で
も
五
文
字
の
語
は
現
れ
る
が
、﹁
面
白
か
ら
ず
﹂﹁
あ
る
べ
く
候
﹂
と
簡
単
な
評
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。
次
の
句
に
注
目
し
て
み
よ

う
。

明
ほ
の
う
す
し
青
柳
の
色
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四

水
か
け
も
お
ほ
ろ
月
夜
に
す
み
や
ら
て

此
五
文
字
イ
カ
ニ
ソ
ヤ
庭
ノ
水
カ
ケ
と
も
何
の
水
か
け
と
も
あ
り
つ
へ
く
候

明
ぼ
の
の
淡
い
光
の
中
で
の
柳
の
色
彩
の
微
妙
さ
を
い
う
前
句
に
、﹁
水
か
げ
﹂
の
語
を
対
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
批
評
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
水

か
げ
が
具
体
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
庭
の
水
か
げ
な
の
か
何
な
の
か
が
特
定
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
平
松
本
は
、
さ
ら
に

﹁
比
興
々
々
﹂
と
語
を
加
え
、
よ
ほ
ど
こ
の
句
が
気
に
入
ら
ぬ
口
ぶ
り
で
あ
る
。

﹃
回
章
﹄
書
状
部
に
は
、﹁
五
文
字
な
と
に
何
の
よ
せ
い
な
き
源
氏
の
哥
の
詞
や
こ
と
の
葉
の
つ
ゝ
き
や
な
と
打
出
ら
れ
候
、
愚
意
は
い
か
ゝ

そ
や
﹂
と
あ
り
、
こ
の
箇
所
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、﹃
椎
本
﹄
の
巻(２

)

に
、

は
る
〳
〵
と
か
す
み
わ
た
れ
る
空
に
ち
る
桜
あ
れ
は
今
ひ
ら
け
そ
む
る
な
と
色
〳
〵
み
わ
た
さ
る
ゝ
に
川
そ
ひ
柳
の
お
き
ふ
し
な
ひ
く
水
か

け
な
と
お
ろ
か
な
ら
す
お
か
し
き
を
み
な
ら
ひ
給
は
ぬ
人
は
い
と
め
つ
ら
し
く
み
す
て
か
た
し
と
お
ほ
さ
る

と
あ
り
、
匂
宮
と
薫
が
宇
治
の
景
色
を
眺
め
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
こ
れ
だ
け
で
は
劇
的
な
場
面
と
も
思
わ
れ
ず
、
連
衆
が
あ
ま

ね
く
記
憶
し
て
い
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
し
か
し
宗
碩
は
こ
の
場
面
か
ら
柳
と
水
か
げ
の
語
の
組
み
合
せ
を
取
り
出
し
、
前
句
の
柳
に
対

し
て
水
か
げ
で
応
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
宗
長
は
﹁
比
興
々
々
﹂、
あ
る
い
は
﹁
何
の
よ
せ
い
な
き
源
氏
の
⋮
⋮
こ
と
の
葉
の
つ
ゝ

き
﹂﹁
愚
意
は
い
か
ゝ
そ
や
﹂
な
ど
と
、
き
び
し
く
評
し
た
。

─ 39 ─



６

五
文
字
の
語
を
出
し
て
、
か
な
り
の
量
の
宗
長
評
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
つ
ま
り
は
五
・
七
・
五
の
付
句
冒
頭
の
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、

当
時
の
連
歌
会
席
の
あ
り
か
た
を
想
像
し
て
、
理
解
を
深
め
て
み
た
い
。

﹃
私
用
抄
﹄
に
よ
っ
て
、
執
筆
の
ふ
る
ま
い
を
見
て
み
よ
う(３

)

。

発
句

差
定
の
好
士
の
か
た
へ
心
を
か
け
て
す
こ
し
見
や
り
、
胸
を
し
づ
め
て
待
ち
て
、
句
を
出
だ
し
侍
ら
ば
、
ね
ん
ご
ろ
に
聞
き
わ
け
、

胸
に
持
ち
て
、
尊
宿
の
か
た
を
す
こ
し
見
て
後
、
満
座
を
も
ひ
そ
か
に
見
め
ぐ
ら
し
て
、
の
ど
や
か
に
の
び
〳
〵
と
う
ら
〳
〵
敷
読
進
あ
る

べ
く
候
。
口
う
つ
し
な
ど
に
披
露
し
侍
れ
ば
、
あ
ら
け
な
く
し
な
を
く
れ
侍
り
。
又
、
か
な
ら
ず
言
い
損
じ
侍
る
こ
と
お
ほ
し
。
脇
句
・
第

三
よ
り
百
韻
の
句
ご
と
に
、
ひ
と
し
く
此
用
心
あ
る
べ
く
候
と
な
り
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
連
歌
実
作
の
場
面
は
、
一
切
が
音
声
と
し
て
と
り
行
な
わ
れ
、
文
字
を
読
み
書
き
す
る
の
は
、
た
だ
執
筆
一
人
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
連
衆
一
人
一
人
が
手
控
と
し
て
書
き
留
め
る
の
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
発
句
作
者
の
発
声
を
執
筆
は﹁
ね
ん
ご
ろ
に
聞
き
わ
け
﹂、

﹁
の
ど
や
か
に
の
び
〳
〵
と
う
ら
〳
〵
敷
読
進
﹂
す
る
。﹁
読
進
﹂
を
、
木
藤
才
蔵
氏
は
、﹁
執
筆
が
作
品
を
声
を
出
し
て
読
み
あ
げ
、
一
座
の

人
々
に
披
露
す
る
こ
と
﹂
と
注
さ
れ
る
。
以
下
百
韻
全
体
が
同
様
に
進
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
衆
の
付
句
が
音
声
と
し
て
発
せ
ら
れ
、
執

筆
は
差
し
合
い
が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
懐
紙
に
書
き
留
め
、
読
進
を
す
る
。
そ
の
時
の
声
に
つ
き
、
﹃
私
用
抄
﹄
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

請
取
り
読
進
の
こ
ゑ
、
最
大
事
な
る
�
。︵
も
と
よ
り
詩
歌
は
、
詠
吟
の
声
の
う
ち
に
句
の
よ
し
あ
し
は
あ
ら
は
れ
侍
る
物
な
れ
ば
、
偏
に
句
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の
請
取
読
進
の
程
、
あ
ひ
だ
の
遅
速
、
品
・
声
の
色
な
ど
大
事
な
る
か
。︶
い
か
に
も
の
ど
や
か
に
声
を
ほ
そ
め
品
を
心
に
か
け
て
、
し
か
も

よ
は
か
ら
ず
た
し
か
に
、
末
座
ま
で
も
れ
ず
、
耳
に
と
を
り
侍
る
や
う
に
心
に
か
く
べ
く
哉
。
読
進
の
声
に
よ
り
て
、
秀
逸
な
ど
も
さ
ら
に

し
み
侍
ら
ず
、
は
る
か
に
あ
し
く
き
こ
え
侍
る
�
。

こ
の
よ
う
に
ま
こ
と
に
懇
切
に
記
述
さ
れ
、
詠
み
方
に
よ
っ
て
句
の
効
果
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
読
進
の
声
は
、

﹁
品
・
声
の
色
﹂﹁
の
ど
や
か
﹂﹁
声
を
ほ
そ
め
﹂﹁
よ
は
か
ら
ず
﹂﹁
末
座
ま
で
も
れ
ず
﹂
等
々
の
記
述
が
あ
る
も
の
の
、
当
時
の
実
際
の
音
調

を
復
原
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
録
音
に
よ
る
し
か
、
賦
詠
の
速
度
、
節
回
し
を
確
か
め
る
す
べ
は
な
い
の
だ
か
ら
。
室
町
時
代
の
連
歌
作
者

た
ち
は
、
実
際
の
百
韻
の
座
で
こ
れ
を
聞
き
、
自
ら
習
得
し
て
い
っ
た
の
だ
か
ら
、
当
然
な
が
ら
﹃
私
用
抄
﹄
の
記
述
で
何
の
支
障
も
な
か
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

読
書
が
ほ
と
ん
ど
黙
読
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
現
代
に
お
い
て
も
、
和
歌
の
朗
誦
の
場
は
わ
ず
か
な
が
ら
残
っ
て
い
る
。
宮
中
の
歌
会
始
め
の

儀
に
お
い
て(４

)

、
入
選
作
は
専
門
家
に
よ
っ
て
朗
誦
さ
れ
る
が
、
長
々
と
息
の
続
く
限
り
五
文
字
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
長
い
間
を
あ
け
て
次
の
七

文
字
が
同
じ
よ
う
に
読
み
上
げ
ら
れ
る
。
再
び
長
い
間
が
あ
っ
て
五
文
字
が
読
ま
れ
、
ま
た
間
が
あ
っ
て
、
下
句
の
七
・
七
は
一
気
に
読
ま
れ

る
。
歌
一
首
が
長
時
間
を
か
け
て
読
み
終
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

別
に
、
競
技
と
し
て
の
百
人
一
首
で
は
、
読
み
手
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
速
度
で
は
あ
る
が
上
句
を
一
息
に
読
み
上
げ
て
し
ま
い
、
競
技
者
は

下
句
の
確
認
が
で
き
た
瞬
間
に
取
り
ふ
だ
を
取
る
。
上
句
の
読
み
上
げ
は
ま
だ
続
い
て
、そ
の
ま
ま
残
り
の
部
分
も
読
み
終
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
か
な
り
長
い
間
を
と
っ
て
か
ら
下
句
が
読
ま
れ
、
次
の
歌
の
読
み
上
げ
に
移
っ
て
行
く
。

現
在
和
歌
が
読
み
上
げ
ら
れ
る
場
は
こ
の
位
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
往
時
の
連
歌
の
そ
れ
と
ど
れ
ほ
ど
関
連
が
あ
る
か
は
疑
わ
し
い
。
た

だ
﹃
私
用
抄
﹄
は
、﹁
の
ど
や
か
﹂﹁
の
び
〳
〵
と
﹂﹁
う
ら
〳
〵
敷
﹂
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
速
度
で
読
ま
れ
た
と
い
う
こ

と
だ
け
は
認
め
て
よ
い
と
考
え
る
。
次
に
五
七
五
の
各
句
は
歌
会
始
め
の
よ
う
に
区
切
ら
れ
、
間
を
明
け
て
読
ま
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
百
人
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一
首
の
よ
う
に
一
気
に
続
け
て
読
ま
れ
た
の
か
、
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
、﹃
篠
目(５

)

﹄
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。

常
の
百
韻
連
歌
の
時
、
千
句
な
ど
の
様
に
五
文
字
出
だ
す
時
、
指
令
と
て
返
す
こ
と
無
下
也
。
皆
請
取
て
か
へ
す
べ
し
。

﹃
私
用
抄
﹄
に
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る(６

)

。

指
合
な
ど
の
句
返
し
侍
に
、
若
干
の
故
実
あ
る
べ
く
哉
。
高
家
・
尊
宿
・
少
人
な
ど
の
句
を
、
五
文
字
よ
り
返
し
侍
る
、
見
ぐ
る
し
。

席
上
、
出
さ
れ
た
句
に
指
合
が
あ
る
時
、
千
句
で
あ
れ
ば
五
文
字
を
聞
い
た
時
点
で
た
だ
ち
に
そ
の
旨
を
指
摘
し
、
不
採
用
を
宣
言
す
る
の
は

普
通
の
こ
と
で
あ
り
、
百
韻
で
も
同
じ
く
五
文
字
の
み
で
の
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
当
時
の
会
で
の
句
の
採
否
は

執
筆
・
宗
匠
の
裁
量
に
よ
る
だ
ろ
う
が
、
広
島
大
本
﹃
那
智
籠
﹄
に
よ
れ
ば
、
時
の
第
一
人
者
宗
長
の
句
も
不
採
用
と
な
り
、
そ
れ
を
惜
し
ん

だ
作
者
は
﹁
か
へ
り
句(７

)

﹂
と
注
し
て
句
集
に
入
れ
て
い
る
。
当
座
に
お
け
る
句
の
採
否
は
、
宗
長
ほ
ど
の
人
で
も
承
服
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

千
句
の
場
合
、
一
日
に
百
韻
を
三
な
い
し
四
巻
詠
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
時
間
を
惜
し
み
、
五
文
字
で
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、

通
常
の
百
韻
で
は
そ
れ
は
無
下
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
五
・
七
・
五
が
一
息
に
続
け
て
読
み
上
げ
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
割
り
込
ん
で
五
文

字
で
中
断
さ
せ
、
句
を
返
し
て
し
ま
う
の
は
、
あ
ま
り
に
ぶ
し
つ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
五
文
字
を
詠
じ
て
間
を
お
い
て
い
た
と

考
え
る
の
が
合
理
的
と
言
え
よ
う
。

逆
に
秀
逸
の
句
が
出
さ
れ
た
時
の
反
応
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
が
﹃
沙
石
集(

８
)

﹄
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
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彼
入
道
︵
東
の
入
道
︶、
そ
の
か
み
毘
沙
門
堂
の
連
歌
の
座
に
有
り
け
る
が
、

う
す
紅
に
な
れ
る
そ
ら
か
な

と
い
ふ
句
難
句
に
て
、
多
く
か
へ
り
て
興
も
な
か
り
け
る
に
、

あ
ま
と
ぶ
や
い
な
お
ふ
せ
鳥
の
か
げ
見
え
て

花
の
下
の
十
念
坊
あ
り
け
る
が
、
あ
ま
と
ぶ
や
と
う
ち
出
で
た
り
け
れ
ば
、
あ
は
、
つ
き
候
ぬ
る
は
と
、
心
は
や
い
ひ
け
る
と
な
ん
。

難
渋
し
て
い
る
前
句
に
対
し
、
名
句
が
付
け
ら
れ
、
五
文
字
﹁
あ
ま
と
ぶ
や
﹂
が
誦
せ
ら
れ
た
途
端
、
十
念
坊
が
察
知
し
、﹁
あ
は
、
つ
き
候

ぬ
る
は
﹂
と
嘆
称
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
五
文
字
を
詠
じ
た
あ
と
に
、
あ
る
程
度
の
間
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

連
歌
の
席
上
、
付
句
を
案
じ
て
い
る
連
衆
は
、
前
句
を
念
頭
に
お
い
て
作
句
を
試
み
て
い
る
。
そ
こ
に
指
導
者
の
立
場
に
あ
る
宗
碩
が
自
作

を
吟
ず
る
の
で
あ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
、
宗
長
に
難
じ
ら
れ
た
句
は
ど
の
よ
う
に
響
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
百
句

で
は
﹁
花
に
わ
か
る
ゝ

８

お
く
山
の
友
﹂
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
連
衆
の
耳
に
、﹁
桜
に
も
﹂
の
五
文
字
が
誦
せ
ら
れ
、
何
ら
か
の
間
が
置
か
れ
る
。
花
ざ
か
り
の
花
見
を

終
え
て
別
れ
て
行
く
大
き
な
空
間
が
、桜
の
語
で
限
定
さ
れ
、小
さ
な
局
面
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
失
望
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
。
や
ゝ

あ
っ
て
、
七
文
字
、
五
文
字
が
読
み
上
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、
付
句
の
最
初
の
五
文
字
が
必
ず
し
も
効
果
的
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

﹃
百
句
﹄

で
は
、﹁
木
の
葉
み
た
れ
て
千
鳥
鳴
な
り
﹂
と
い
う
し
み
じ
み
と
し
た
情
景
に
、
﹁
打
出
る
﹂
と
い
う
駒
な
ど
が
い
さ
ん
で
駈
け
出

156

し
て
く
る
よ
う
な
唐
突
さ
が
場
違
い
な
の
で
あ
ろ
う
。﹃
回
章
﹄
四
で
は
、﹁
明
ほ
の
う
す
し
青
柳
の
色
﹂
に
源
氏
の
、
あ
ま
り
人
に
知
ら
れ
て

い
な
い
箇
所
か
ら
﹁
水
か
け
﹂
を
引
き
、
連
衆
を
当
惑
さ
せ
た
こ
と
を
咎
め
た
と
思
わ
れ
る
。
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７

五
文
字
と
い
う
語
は
以
上
の
よ
う
に
連
歌
の
実
践
の
場
に
深
く
関
係
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
用
例
は
他
の
連
歌
書
に
あ
ま
り
見

当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
宗
長
が
独
創
的
な
連
歌
師
で
あ
っ
て
、
個
性
的
な
指
導
を
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
別
の

例
を
も
っ
て
、
考
え
を
す
す
め
て
み
た
い
。

﹃
回
章
﹄
五
二
・
五
四
に
、﹁
一
句
い
ひ
に
く
ゝ
候
﹂﹁
こ
れ
も
い
ひ
に
く
ゝ
候
﹂
と
の
評
が
あ
る
。
今
日
、
評
さ
れ
た
句
が
ど
の
よ
う
に
﹁
い

ひ
に
く
﹂
か
っ
た
の
か
は
判
断
に
苦
し
む
が
、
言
い
に
く
い
と
は
、
読
み
上
げ
も
し
詠
じ
も
し
に
く
い
と
と
る
し
か
あ
る
ま
い
。
句
の
作
者
に

と
っ
て
は
言
い
に
く
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
他
の
連
衆
に
と
っ
て
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
も
百
韻
連
歌
の
席
上
に

か
か
わ
る
こ
と
ゝ
な
る
。
句
の
作
者
が
吟
じ
た
句
を
執
筆
が
受
け
、
採
用
さ
れ
た
な
ら
ば
執
筆
が
こ
れ
を
も
う
一
度
読
進
し
、
連
衆
は
こ
れ
を

聴
き
取
っ
て
心
中
に
反
復
す
る
。
こ
の
時
の
い
い
に
く
さ
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
考
え
の
源
は
実
は
宗
O
に
あ
り
、﹃
回
章
﹄
の
書
状
部
分
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

句
毎
に
案
し
く
た
か
れ
候
哉
ら
ん
、
と
な
へ
に
く
ゝ
候
、
常
に
、
庵
主
是
は
と
な
へ
に
く
き
句
と
て
、
愚
句
な
と
殊
に
か
な
し
か
ら
れ
候
つ

る
宗
長
が
受
け
た
指
導
を
そ
の
ま
ま
宗
碩
に
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
五
文
字
の
語
に
つ
い
て
も
、
恐
ら
く
は
宗
O
の
指
導
に
源
は
あ
ろ
う
が
、
今

の
と
こ
ろ
用
例
を
見
出
し
て
い
な
い
。

以
上
、
宗
長
評
を
通
覧
し
て
み
た
が
、﹁
幽
玄
﹂﹁
余
情
﹂
の
よ
う
な
和
歌
に
由
来
す
る
語
と
、﹁
五
文
字
﹂
云
々
の
評
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
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る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
連
歌
賦
詠
の
当
座
に
か
か
わ
る
か
否
か
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
﹁
幽
玄
﹂
な
ど
の
語
は
、
﹃
連
理
秘

抄
﹄﹃
筑
波
問
答
﹄﹃
さ
さ
め
ご
と
﹄
と
い
っ
た
最
も
重
要
な
連
歌
論
書
に
現
わ
れ
る
。
歌
論
に
由
来
し
、
能
楽
論
に
も
伝
わ
っ
て
大
き
く
日
本

文
学
全
体
に
関
わ
る
。
そ
れ
に
対
し
、﹁
五
文
字
﹂
は
ま
さ
に
連
歌
の
当
座
に
か
か
わ
る
語
で
あ
り
、
七
七
の
前
句
に
付
句
の
五
文
字
が
読
み
上

げ
ら
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。﹁
幽
玄
﹂﹁
余
情
﹂
は
前
句
に
対
し
、
付
句
が
完
成
し
た
時
に
、
は
じ
め
て
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
、
一
組
の
前
句
・

付
句
の
単
位
が
そ
の
対
象
と
な
る
。
付
句
が
採
ら
れ
た
当
座
、
百
韻
が
完
成
し
て
通
覧
さ
れ
た
時
、
さ
ら
に
そ
の
句
が
句
集
に
入
れ
ら
れ
、
撰

集
に
採
ら
れ
た
時
、
ど
の
時
に
お
い
て
も
幽
玄
で
あ
る
、
余
情
が
あ
る
、
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
連
歌
の
当
座
の
論
理
は
付
句

の
五
文
字
が
発
せ
ら
れ
た
時
す
で
に
そ
の
句
の
成
否
を
判
断
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
﹁
天
と
ぶ
や
﹂
と
発
せ
ら
れ
た
瞬
間
の
そ
の
場
の

感
動
で
あ
り
、
逆
に
そ
の
五
文
字
で
不
採
用
が
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
千
句
の
当
座
の
一
場
面
な
の
で
あ
っ
た
。
宗
長
や
宗
碩
の
よ
う
な

時
の
第
一
流
の
連
歌
師
の
出
座
し
た
会
、
多
く
の
連
衆
に
と
っ
て
こ
れ
は
一
生
で
一
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
発
す
る
五
文
字

は
、
席
上
注
目
の
的
で
あ
り
、
こ
う
し
た
期
待
の
中
で
、
句
が
誦
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
宗
長
評
の
面
白
さ
は
、
当
座
の
五
文
字
の
き
び
し

さ
と
、
句
全
体
の
読
み
上
げ
を
待
っ
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
﹁
幽
玄
﹂
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
だ
な
ど
の
要
求
、
そ
の
両
者
を
含
み
込
ん
で
の
複
眼

的
な
あ
り
か
た
に
あ
ろ
う
。

８

宗
碩
は
永
正
十
七
年
、
自
作
を
百
二
十
番
の
﹃
連
歌
合(９

)

﹄
に
ま
と
め
、
宗
長
の
判
を
求
め
た
。﹃
百
句
﹄
と
﹃
回
章
﹄
は
宗
長
の
指
導
を
仰
ぐ

目
的
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、﹃
連
歌
合
﹄
と
な
れ
ば
一
つ
の
完
成
作
品
と
も
言
う
べ
く
、
そ
れ
な
り
の
自
信
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宗
長
は
、

こ
こ
で
も
﹁
毎
句
金
言
抜
群
の
物
な
る
べ
し
﹂
と
賞
讃
し
な
が
ら
、﹁
五
文
字
﹂
の
語
を
も
っ
て
何
箇
所
か
に
批
判
を
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
五

十
二
番
右(

)
10
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右ひ
か
り
浪
よ
る
池
水
の
月

を
し
た
か
へ
堤
を
ゆ
け
は
さ
は
く
夜
に

⋮
⋮
右
又
五
文
字
を
し
た
か
へ
一
興
に
は
候
へ
と
も
き
ゝ
に
く
ゝ
候
也

こ
こ
で
は
、
以
前
﹃
百
句
﹄﹃
回
章
﹄
で
の
批
判
と
、
同
じ
よ
う
な
評
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
永
正
十
三
年
﹃
十
花
千

句
﹄、
同
じ
く
十
五
年
﹃
東
山
千
句
﹄、
正
確
な
興
行
年
は
不
明
な
が
ら
永
正
期
と
思
わ
れ
る
﹃
池
田
千
句
﹄
に
お
い
て
、
肖
柏
・
宗
長
に
次
ぐ

句
数
を
出
し
て
い
る
宗
碩
は
、
も
は
や
一
流
の
連
歌
師
と
し
て
の
地
歩
を
築
き
あ
げ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
長
に
何
と
言
わ
れ

よ
う
と
、
自
身
の
作
風
を
変
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。﹁
を
し
た
か
へ
﹂
な
る
耳
に
立
つ
表
現
を
あ
え
て
や
り
た
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

﹃
連
歌
合
﹄
の
句
は
、
も
と
よ
り
当
時
の
尋
常
の
作
風
で
終
始
し
て
い
る
が
、
九
十
番
左(

)

、
11

い
り
あ
ひ
の
か
ね
に
と
を
き
か
へ
る
さ

け
ふ
行
も
又
け
ふ
ゆ
く
も
旅
に
し
て

な
ど
、﹁
今
日
行
も
又
け
ふ
行
も
、
誹
諧
め
き
候
﹂
と
の
宗
長
判
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
反
応
を
恐
ら
く
は
予
期
し
な
が
ら
、
こ
の
﹃
連
歌
合
﹄

を
編
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
そ
う
い
う
常
套
を
越
え
よ
う
と
す
る
宗
碩
の
一
時
代
新
し
い
感
覚
を
、
宗
長
は
宗
長
な
り
に
認
め
、

大
永
二
年
の
﹃
伊
勢
千
句
﹄
に
お
い
て
、
両
吟
の
対
手
と
し
て
対
等
の
存
在
と
位
置
づ
け
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
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注
︵

︶

古
典
文
庫
﹃
壁
草
︿
大
阪
天
満
宮
文
庫
本
﹀﹄

ペ
ー
ジ
。

１

24

︵

︶

﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
巻
三
、
一
五
四
九
ペ
ー
ジ
。

２
︵

︶

中
世
の
文
学
﹃
連
歌
論
集
三
﹄
三
五
七
ペ
ー
ジ
。

３
︵

︶

以
下
、﹃
和
歌
を
歌
う
﹄︵
笠
間
書
房

二
〇
〇
五
年
︶
に
よ
っ
た
。

４
︵

︶

中
世
の
文
学
﹃
連
歌
論
集
四
﹄
三
一
〇
ペ
ー
ジ
。
な
お
文
中
﹁
指
令
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
指
合
﹂
の
誤
字
か
。

５
︵

︶

注

の
三
五
九
ペ
ー
ジ
。

６

３

︵

︶

古
典
文
庫
本

ペ
ー
ジ
。

７

23

︵

︶

岩
波
文
庫
本
上
巻

ペ
ー
ジ
。

８

254

︵

︶

﹃
連
歌
貴
重
文
献
集
第
九
集
﹄
に
よ
っ
た
。

９
︵

︶

同
書
五
五
〇
ペ
ー
ジ
。

10
︵

︶

同
書
五
七
八
ペ
ー
ジ
。

11

︵
文
学
部
教
授
︶
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