
似
雲
と
そ
の
師
武
者
小
路
実
陰

―

和

歌

観

の

師

資

相

承

を

中

心

に

―
秋

末

一

郎

本
稿
は
､
武
者
小
路
実
陰
の
弟
子
と
し
て
十
二
年
の
長
さ
に
わ
た
っ
て
親
し
く
そ
の
教
え
を
受
け
て
､
世
に

｢今
西
行
｣
と
誼
わ
れ
た
似

雲
法
師
の
和
歌
観
が
'
師
資
相
承
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
ず
は
歌
人
と
し
て
の
似
雲
の
生
涯
の
あ
ら
ま
し
を
述

べ
'
つ
い
で
似
雲

･
実
陰
両
人
の
在
世
当
時
の
歌
壇
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
入
る
0

似
雲
の
生
涯
は
'
お
お
む
ね
三
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
夢

一
期
は
郷
里
安
芸
国
広
島
に
在
っ
た
時
代
で
'
寛
文
十
三

(一六七
三)
年

の
誕
生
か
ら
､
宝
永
五

(一七宍
)
年
十
月
に
出
家
し
て
翌
六
年
の
春
'
実
陰
の
門
人
で
あ
っ
た
香
川
梅
月

(宣
阿
)
を
頼
っ
て
上
京
す
る
ま

で
の
三
十
六
年
間
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
当
時
の
歌
壇
と
は
か
か
わ
り
の
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
｡

第
二
期
は
､
宝
永
六

(
一吉
九)
年
の
上
京
後
､
梅
月
の
手
引
き
に
よ
っ
て
実
陰
の
門
に
入
り
､
や
が
て
そ
こ
を
辞
去
す
る
享
保
六

(一望
一)

年
の
夏
の
こ
ろ
ま
で
の
約
十
二
年
間
で
あ
る
｡
年
齢
か
ら
い
え
ば
三
十
七
歳
か
ら
四
十
九
歳
ま
で
の
､
歌
道
修
行
に
専
念
し
て
い
た
時
代
で
'

歌
人
と
し
て
の
地
位
も
は
ぽ
こ
の
こ
ろ
に
確
立
し
た
｡

第
三
期
は
､
武
者
小
路
家
を
辞
し
て
自
由
の
身
と
な
り
､
ひ
た
す
ら
西
行
を
思
慕
し
て
そ
の
多
-
を

一
所
不
住
の
行
脚
と
各
所
の
草
庵
生

活
に
過
ご
し
､
宝
暦
三

(一七
塁
)
年
七
月
八
日
'
八
十

一
歳
で
河
内
国
増
尾

(
つ
-
の
お
)
の
素
封
家
北
村
六
右
衛
門
の
常
楽
庵
で
そ
の
生



涯
を
終
え
る
ま
で
の
三
十
余
年
間
で
あ
る
｡
さ
き
の
第
二
期
を
歌
人
と
し
て
の
修
行
の
時
代
と
す
れ
ば
'
第
三
期
は
そ
の
完
成
の
時
代
と
も

い
え
よ
う
｡

｢今
西
行
｣
と
謡
わ
れ
'
今
に
残
る
作
物
の
大
半
は
こ
の
期
の
所
産
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
似
雲
の
当
時
の
歌
壇
と
の
か
か
わ
り
は
'
第

1
期
は
前
述
の
と
お
り
交
渉
の
な
か
っ
た
時
代
で
あ
り
'
最
後
の
第
三
期
は
世

を
避
け
て
み
ず
か
ら
の
日
々
を
味
わ
い
楽
し
ん
だ
時
代
で
'
交
際
の
範
囲
も
ご
-
限
ら
れ
た
身
近
な
人
び
と
で
あ
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
歌
道

修
行
の
時
代
で
あ
る
第
二
期
が
､
世
を
捨
て
な
が
ら
も
歌
の
た
め
に
は
世
間
と
の
交
わ
り
を
多
く
も
っ
て
､
周
囲
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
時
代

で
あ
る
｡
と
く
に
堂
上
歌
壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
実
陰
を
､
永
き
に
わ
た
っ
て
師
と
し
て
そ
の
教
え
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
'
そ
の
門
弟
､
あ

る
い
は
堂
上
各
家
の
人
び
と
と
も
接
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
､
時
代
の
動
き
に
も
そ
れ
な
り
に
通
じ
'
そ
の
和
歌
観
の
基
本
が
確
立
し
た
時
代

で
あ
る
｡
そ
こ
で
以
下
'
こ
の
第
二
期
を
中
心
に
し
て
当
代
歌
壇
の
概
況
を
述
べ
て
､
似
雲
が
い
か
な
る
時
代
に
息
づ
い
て
い
た
か
を
ま
ず

は
考
察
し
て
み
る
｡

似
雲
が
京
に
在

っ
た
宝
永

･
正
徳

二
享
保
の
十
八
世
紀
初
頭
は
'
元
禄
に
つ
づ
-
時
代
で
江
戸
期
を
通
じ
て
最
も
文
運
の
盛
ん
な
時
代
で

あ
っ
た
｡
し
か
し
'
当
時
の
歌
壇
の
状
況
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
で
は
な
-
､
他
の
諸
文
芸
に
比
し
て
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な

い
｡
と
く
に
当
時
の
京
は
'
い
わ
ゆ
る
堂
上
派
'
主
と
し
て
二
条
家
の
流
れ
を
-
む
も
の
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
｡

一
方
'
当
時
の
新
し
い

機
運
に
促
さ
れ
て
そ
の
中
で
自
己
改
造
の
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
､
中
世
の
伝
統
的
な
保
守
の
風
潮
は
重
く
京
歌
壇
を
覆
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
を
少
し
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
｡
前
代
か
ら
江
戸
期
へ
の
橋
渡
し
を
し
た
人
は
細
川
幽
斉
で
あ
る
｡
幽
斎
は
三
条
西
実
隆
に
学
び
'
そ

の
孫
家
枝
か
ら
古
今
の
伝
授
を
受
け
て
二
条
家
の
歌
学
を
大
成
L
t
当
時
の
歌
壇
に
お
け
る
唯

一
の
指
導
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
後
陽
成
院

が
勅
し
て
丹
後
の
田
辺
城
か
ら
幽
斉
を
救
出
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
そ
の
門
下
に
皇
族
で
は
後
陽
成
院
の
皇
弟



八
条
宮
智
仁
親
王
'
堂
上
で
は
実
枝
の
孫
実
条
'
中
院
通
勝
､
烏
丸
光
広
'
地
下
で
は
松
永
貞
徳
な
ど
が
あ
り
'
い
ず
れ
も
こ
の
道
に
お
い

て
名
の
あ
る
人
び
と
で
あ
る
｡
堂
上
で
は
幽
斎
か
ら
の
教
え
を
伝
え
て
､
二
条
派
の
歌
学
は
堂
上
歌
壇
の
中
軸
を
な
し
て
い
た
｡

一
方
､
皇

室
に
お
い
て
は
斯
道
に
秀
で
た
方
が
た
が
次
い
で
出
て
､
大
い
に
そ
の
興
隆
を
授
け
ら
れ
た
｡
か
の
幽
斉
が
田
辺
城
で
'
三
条
西
実
条
'
中

院
通
勝
'
烏
丸
光
広
の
三
人
に
古
今
の
伝
授
を
な
し
え
た
の
も
'
後
陽
成
院
の
お
計
ら
い
に
よ
っ
て
､
そ
の
道
続
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き

た
わ
け
で
あ
る
｡

ま
た
､
後
陽
成
院
の
皇
子
後
水
尾
院
は
ま
れ
に
み
る
優
れ
た
資
性
を
承
け
ら
れ
､
御
集

『鴎
巣
集
』
が
あ
り
'
詠
歌
に
つ
い
て
の
抄
物
も

お
あ
り
に
な
る
0
ま
た
､
二
十

1
代
集
や
諸
家
の
集
か
ら
類
題
の
詠

1
万
二
千
余
首
を
収
集
せ
し
め
て

『頬
題
和
歌
集
』
三
十

一
巻
を
撰
ば

し
め
ら
れ
た
｡
そ
の
後
､
こ
れ
に
な
ら
っ
て
そ
の
皇
子
霊
元
院
の

『新
類
題
和
歌
集
』
が
で
き
'
な
お
'
民
間
の
類
書
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
に

な
ら
っ
て
い
る
の
を
見
て
も
､
そ
の
お
力
に
負
う
と
こ
ろ
の
多
い
こ
と
を
知
る
｡
ま
た
霊
元
院
は
あ
と
に
引
-

『翁
草
』
に
よ
っ
て
も
知
ら

れ
る
よ
う
に
'
み
ず
か
ら
こ
の
道
の
先
達
と
し
て
歌
壇
を
率
い
ら
れ
た
｡

こ
の
よ
う
に
上
に
'
ま
た
堂
上
家
に
よ
き
指
導
者
を
得
た
こ
と
は
兄
の
が
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
指
導
者
の
一
人
が
似
雲
の
師
武
者

小
路
実
陰
で
あ
っ
た
｡

『翁
草
』
巻
之
十
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

こ
の
君

(注
-
墨
冗
院
)
敷
島
の
道
に
た
け
給
ふ
事
'
代
々
の
帝
に
た
ぐ
ふ
べ
く
も
非
ず
｡
上
に
か
ゝ

る
君
ま
せ
ば
'
お
の
づ
か
ら
時

を
得
て
'
此
の
御
代
に
は
名
に
し
お
ふ
武
者
小
路
実
陰
卿
､
中
院
通
窮
卿
'
西
三
条
公
福
卿
､
烏
丸
光
栄
卿
､
冷
泉
為
久
卿
'
其
の
余

の
歌
匠
数
多
お
は
し
て
'
和
歌
の
風
体
い
に
し
へ
に
恥
ぢ
ず
'
偏
に
も
ろ
こ
し
盛
唐
の
代
に
似
た
り
｡
中
に
も
実
陰
卿
は
'
和
歌
の
徳

に
よ
り
て
'
家
に
も
あ
ら
ぬ
儀
同
三
司
の
推
任
を
蒙
り
給
ふ
O
君
の
仰
せ
に
も
'
実
陰
は
迫
遥
院
こ
の
か
た
の
歌
詠
み
な
り
と
賛
め
さ

せ
給
ひ
､
彼
の
卿
は
又
君
を
其
の
世
の
聖
と
た
ふ
と
み
給
ふ
.
さ
れ
ば
絶
え
て
久
し
き
撰
集
の
抑
沙
汰
も
有
り
ぬ
れ
ど
も
､
女
房
の
歌

な
し
と
て
'
其
の
事
止
み
ぬ
と
ぞ
｡
鳴
呼
惜
裁
｡



迫
遥
院
と
は
さ
き
に
あ
げ
た
三
条
西
実
隆
で
あ
る
.
細
川
幽
斉
の
師
実
技
の
祖
父
に
あ
た
る
0
歌
学
に
通
暁
し
識
見
も
高
く
､
そ
の
詠
歌

に
も
す
ぐ
れ
た
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
は
当
流
の
抄
物
な
ど
に
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
そ
の
子
の
公
粂
'
孫
の
実
技
'
こ
の
三
人
を
三
条
西
三
代

と
し
て
師
範
家
の
権
威
を
誇
り
'
ま
た
斯
界
の
指
導
的
な
立
場
を
保
持
し
て
き
た
の
で
あ
る
｡
実
陰
は
こ
の
血
筋
を
引
く
｡

ま
た
実
陰
に
対
す
る
評
価
は
'
似
雲
が
そ
の
言
説
を
聞
き
書
き
し
た

『磯
の
波
』
(
r詞
林
拾
葉
.E
の
一
部
で
'
享
和
元

<
1八0
7>

年
刊
｡)

の
'
請
わ
れ
て
認
め
た
本
居
宣
長
の
践
文
に
よ
っ
て
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
引
用
の
表
記
は
私
に
改
め
た
｡

(前
略
)

一
わ
た
り
ひ
ら
き
て
見
も
て
行
く
中
に
'
げ
に
と
覚
ゆ
る
ふ
し

ぐ
多
-
な
む
見
え
け
る
｡
そ
も
〈

三
百
年
ば
か
り
こ
な

た
の
人
々
の
歌
の
中
に
は
'
こ
の
儀
同
の
君

(注
=
実
陰
)
ぞ
秀
れ
た
ま
ひ
て
､
近
さ
世
の
わ
ろ
き
癖
す
-
な
-
'
こ
と
ば
つ
づ
き
'

一
歌
の
姿
な
ど
も
い
に
し
へ
に
近
く
'
滑
ら
に
な
む
聞
ゆ
れ
ば
'
こ
の
近
さ
世
に
は
こ
の
君
こ
そ
と
年
ご
ろ
も
思
ひ
わ
た
る
を
'
今
こ

の
冊
子
を
見
れ
ば
'
つ
ね
に
教
へ
子
ど
も
に
語
り
て
導
き
給
へ
り
け
む
す
じ
も
い
と
正
し
-
よ
ろ
し
さ
に
t
か
～
れ
ば
こ
そ
は
と
恩
ひ

あ
は
せ
ら
れ
て
め
で
た
く
な
む
｡

(以
下
略
)

と
こ
ろ
で
'
似
雲
の
思
想
な
り
歌
道
の
識
見
､
あ
る
い
は
詠
風
な
ど
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
､
こ
の
京
歌
壇
の
中
心
的
存
在
で
あ
り
､

か
つ
そ
の
唯

一
の
師
で
あ
っ
た
実
陰
の
説
く
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
足
り
る
の
で
'
次
に
実
陰
の
説
く
と
こ
ろ
を
ま
ず
は
概
観
し
て
み

た
い｡

実

陰
の
歌
学
説
は
'
彼
が
死
去
し
た
元
文
三

(三
六
)
年
の
こ
ろ
に
'

｢童
蒙
の
た
よ
り
と
､
諸
抄
物
に
載
せ
た
る
事
ど
も
を
'
思
ひ
よ

り
し
ま
ま
､
書
き
と
め
侍
る
も
の
な
り
･･････｣
と
奥
に
い
う

F初
学
考
鑑
』
や
'
似
雲
が
正
徳
三

(
1七
一三)
年
か
ら
享
保
六

(1空
1)
年
ま

で
の
問
に
そ
の
言
説
を
聞
き
書
き
し
た

F詞
林
拾
糞
』
な
ど
に
よ
っ
て
､
そ
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

実
陰
の
歌
学
説
の
特
色
と
し
て
ま
ず
第

一
に
あ
げ
る
べ
き
も
の
は
'
歌
道
の
世
界
は
宗
教
の
そ
れ
と
究
極
に
お
い
て
同

一
の
も
の
で
あ
る

4



と
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
宗
教
が
人
生
の
根
本
問
題
な
ら
歌
道
も
ま
た
人
生
の
真
剣
な
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
た
が
っ
て
t
､歌
道
は

遊
戯
で
も
な
け
れ
ば
'
閑
人
の
慰
め
ご
と
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
考
え
方
が
実
陰
の
根
本
に
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
聞
き
手
で
あ
る

似
雲
が
出
家
者
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
い
｡
以
下
､

F詞
林
拾
葉
』
(｢日
本
歌
学
大
系
｣
巻
六
所
収
)
に
よ
っ
て
そ
の
声
を
聞
-
0

東
照
権
現
十
七
ヶ
条
に
'
和
歌
は
給
語
た
り
と
い
ヘ
ビ
も
是
を
す
つ
べ
か
ら
ず
と
あ
り
｡
是
よ
り
外
に
和
歌
を
結
語
と
い
ひ
し
こ
と
ひ

と
つ
あ
り
｡
そ
れ
よ
り
外
に
な
し
｡
仏
の
説
き
給
ひ
し
御
経
も
禅
家
よ
り
結
語
と
い
へ
る
こ
と
あ
り
｡
さ
に
は
あ
ら
ず
'
和
歌
の
本
意

は
誠
意
の
み
｡
大
学
に
誠
意
の
終
り
は
治
国
平
天
下
の
道
に
あ
ら
ず
や
'
意
を
誠
に
す
る
は
和
歌
に
す
ぎ
た
る
な
し
｡
と
-
と
か
ん
が

ふ
れ
ば
､
儒
釈
神
道
も
皆
歌
道
に
こ
も
れ
り
｡
し
か
れ
ど
も
歌
よ
む
人
も
な
ぐ
さ
み
ぎ
げ
い
の
や
う
に
お
も
へ
り
｡
き
の
ど
く
な
る
こ

と
な
り
｡

(中
略
)
和
歌
の
道
理
を
と
-
と
合
点
す
れ
ば
仏
道
も
さ
と
ら
る
～
な
り
｡

ま

た

'
此
の
中
'
法
然
上
人
の
法
話
を
見
L
に
'
有
が
た
き
こ
と
あ
り
｡
あ
る
人
上
人
に
向
ひ
て
と
ひ
け
る
は
'

｢歌
よ
み
候
こ
と
後
世
の
為

に
は
い
か
ゞ
｣
と
と
ひ
け
れ
ば
'
上
人
'

｢歌
よ
み
候
事
つ
み
に
も
な
り
候
､
功
徳
に
も
な
り
候
｣
と
こ
た
へ
ら
れ
た
り
｡
有
難
さ
等

な
り
｡
此
語
を
よ
み
'
覚
え
ず
其
ま
ゝ

涙
し
候
｡
よ
み
や
う
に
て
邪
正
あ
り
t
と
-
と
心
得
ら
る
べ
し
｡

和
歌
の
本
意
は
誠
意
で
あ
り
'
意
を
誠
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
歌
道
の
本
旨
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
､
そ
れ
が
得
道
に
通
ず
る
も
の
で

あ
る
と
し
た
｡
実
陰
の
場
合
'
か
く
宗
教
と
結
び
つ
け
て
歌
道
を
説
-
こ
と
は
､
単
に
歌
道
を
神
秘
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
､
人
間

は
ま
ず

｢真
実
に
心
が
け
｣
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'

｢実
情
を
先
と
し
｣

｢毒
厘
も
私
あ
｣
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

｢
た
ゞ
内
の
や
し
な
ひ
｣

に
努
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
り
'
歌
は
そ
の
上
に
詠
ま
れ
る
も
の
と
し
た
｡
当
然
､
仏
道
の
悟
り
と
合
致
す
る
も
の
と
な

り
､
宗
教
と
結
び
つ
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
似
雲
は

『詞
林
拾
糞
』
の
冒
頭
に
'
実
陰
の

｢随
分
真
実
に
歌
は
心
が
け
よ
む
べ
し
｡

真
実
に
心
が
け
修
行
す
れ
ば
'
禅
宗
に
頓
悟
あ
る
や
う
に
､

一
時
に
あ
か
り
へ
出
た
る
や
う
に
こ
ゝ
ろ
ひ
ら
-
る
こ
と
あ
る
べ
し
｣
と
い
う
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こ
と
ば
を
掲
げ
'
ま
た
そ
の
終
わ
り
近
-
に
は
'

歌
は
た
ゞ
心
を
な
ら
ふ
な
り
と
あ
れ
ば
'
め
い
く

の
心
中
を
な
は
し
た
ゞ
L
も
せ
で
'
よ
き
こ
と
を
よ
ま
う
と
す
る
こ
と
は
'
さ
て

-

大
き
fiLl
る
あ
や
ま
り
な
り
｡
心
を
直
さ
ず
し
て
よ
き
こ
と
の
出
づ
き
道
な
し
.

と
師
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
を
記
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
実
陰
の
歌
道
に
対
す
る
考
え
方
の
根
本
が
'
心
を
重
視
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
｡
詞
よ
り
も
心
を
重
く
み
た
の
で
あ
る
｡

｢う
ち
さ
へ
と
～

の
へ
ば
'
詞
は
少
々
つ
た
な
く
と
も
歌
な
り
｣
と
い
い
'
あ
る

者
の
歌
を
評
し
て
､

｢詞
は
つ
た
な
け
れ
ど
も
実
情
に
て
一
首
調
へ
り
｣
と
も
い
っ
て
い
る
｡
実
陰
が
二
条
派
の
流
れ
を
汲
み
な
が
ら
心
を

重
ん
じ
て
い
る
こ
と
は
'
中
世
の
冷
泉
派
の
主
張
に
近
い
も
の
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
｡

右
の
所
説
に
関
連
し
て
'
さ
ら
に
実
陰
の
説
く
心
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
｡
心
を
誠
に
す
る
こ
と
'
真
実
に
心
が
け
る
こ
と
'
実

情
を
先
に
す
る
こ
と
'
そ
う
し
て
心
の
内
の
や
し
な
い
に
努
め
る
｡
そ
の
た
め
に
は
心
の
和
平
が
第

一
で
あ
る
と
説
く
｡
『詞
林
拾
葉
』
に
､

此
の
和
歌
は
和
平
を
す
な
は
ち
和
歌
と
す
｡
随
分
気
象
を
和
平
に
も
た
る
べ
し
｡
和
平
な
ら
で
は
な
り
が
た
き
こ
と
な
り
｡

(中
略
)

和
国
は
和
平
の
気
象
第

1
に
か
な
は
ね
ば
和
歌
は
詠
じ
が
た
し
.
随
分
和
平
に
気
を
も
た
る
べ
し
｡
噸
徳
院
'
禁
秘
抄
に
も
好
色
の
道

も
又
す
て
お
く
べ
か
ら
ず
と
あ
り
｡
此
の
事
を
故
西
三
条

(注
=
実
数
)
感
心
い
た
さ
れ
し
な
り
｡
和
平
の
こ
と
な
り
｡
隠
者
色
を
好

み
申
さ
れ
よ
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
｡
西
行
な
ど
は
塵
俗
を
は
な
れ
切
り
た
る
人
な
れ
ど
も
'
し
っ
ぽ
り
と
し
た
恋
の
う
た
な
ど
よ
く
よ

め
り
｡
是
は
み
な
和
平
よ
り
詠
じ
出
せ
る
な
り
｡

ま
た
同
書
に
'

心
二
つ
な
き
と
は
い
へ
ど
も
'
歌
よ
む
に
は
今
日
の
俗
情
世
智
と
は
1
向
に
場
所
ち
が
ひ
た
る
も
の
な
り
｡
皆
人
そ
れ
に
て
す
ぐ
に
よ

ま
ん
と
す
る
ゆ
ゑ
に
よ
め
ぬ
な
り
｡
よ
み
い
だ
し
て
も
そ
の
す
が
た
は
な
は
だ
い
や
し
き
な
り
｡
と
か
く
歌
は
優
美
至
極
の
も
の
な
れ



ば
'
心
を
の
ど
や
か
に
お
と
な
し
-
閑
雅
に
も
た
ず
し
て
は
よ
ま
れ
ぬ
な
り
｡

こ
の

｢
の
ど
や
か
に
お
と
な
し
く
閑
雅
に
｣
と
い
う
の
は
前
の

｢和
平
｣
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'

｢俗
情
世
智
｣
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
｡

｢俗
情
世
智
｣
は
和
平
の
心
を
破
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､

｢俗
情
あ
り
て
は
よ
ま
れ
ぬ
｣
L
t

｢俗
情
を
さ
る
べ
し
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

と
こ
ろ
で
こ
の

｢俗
情
｣
と
は
何
か
｡
同
じ
-

『詞
林
拾
糞
』
に
'

利
口
だ
て
､
何
ご
と
に
よ
ら
ず
よ
ろ
し
か
ら
ず
｡
利
口
だ
て
は
皆
俗
情
な
り
0

と
あ
る
｡
つ
ま
り
街
気
で
あ
る
｡
街
気
は
私
意
で
あ
り
'
私
意
は
こ
れ
を
邪
と
す
る
｡

と
か
く
心
の
平
か
に
な
る
や
う
に
'
心
ま
で
養
ふ
べ
し
｡
そ
の
平
か
に
な
る
様
は
'
か
し
こ
だ
て
私
意
を
の
ぞ
き
'
随
分
お
ろ
か
に
す

な
は
に
な
る
や
う
に
せ
ら
る
べ
し
｡
お
ろ
か
に
も
ち
な
せ
ば
'
自
然
と
平
か
な
る
も
の
な
り
と
て
'
う
っ
か
り
と
し
た
る
こ
と
に
あ
ら

ず
｡
私
智
を
さ
り
て
'
又
'
正
理
を
ば
ま
な
こ
を
つ
け
'
兄
は
づ
さ
ぬ
や
う
に
心
得
べ
し
｡

と
い
う
｡
俗
情
で
あ
る
利
口
だ
て
'
か
し
こ
だ
て
'
私
意
を
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
誠
の
意
の
は
た
ら
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で

あ
る
｡

題
詠
な
ど
に
お
い
て
は
と
-
に
こ
の
心
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
｡

歌
の
席
に
つ
き
て
､
大
か
た
の
人
ま
づ
い
で
や
で
か
さ
む
と
用
意
あ
り
｡
大
き
に
あ
し
き
事
な
り
｡
い
か
に
も
念
な
く
無
心
体
に
な
る

べ
し
｡
心
は
明
鏡
の
ご
と
し
｡
そ
れ
に
用
意
す
れ
ば
鏡
に
塵
を
た
め
て
色
象
を
う
つ
す
に
似
た
り
｡
何
に
て
も
題
の
意
さ
は
り
な
く
う

つ
ら
ず
｡
た
ゞ
無
心
無
我
に
し
て
題
を
と
り
よ
む
べ
し
｡

ま
た
'

畢
責
と
く
と
合
点
い
た
し
侯
へ
ば
'
屈
託
い
た
す
こ
と
に
て
は
無
之
候
o
題
と
い
ふ
も
の
は
'
心
中
に
1
切
の
物
具
足
い
た
し
た
る
も

の
な
れ
ば
'
題
に
て
心
中
の
も
の
を
よ
ぴ
ぃ
だ
す
ば
か
り
に
て
候
｡
し
か
る
に
よ
ま
ぬ
う
ち
よ
り
'
き
く
と
そ
の
ま
～

新
意
を
お
こ
し



屈
託
い
た
し
'
題
を
ひ
き
か
ぶ
り
や
う
〈

と
よ
み
候
ゆ
ゑ
'
す
な
は
に
出
来
不
申
候
｡

題
詠
は
'
す
べ
て
過
去
の
内
的
経
験
'
具
足
せ
る

1
切
の
内
部
的
な
も
の
を
'
和
平
の
心
の
状
態
で
再
現
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
O
つ

ま
り

｢稲
子
の
井
に
陥
ら
ん
と
す
る
を
見
て
た
す
く
る
に
､
い
か
な
る
心
を
も
っ
て
た
す
-
べ
き
や
｡
名
利
の
為
又
思
慮
分
別
も
は
な
れ
'

物
と
実
と

一
つ
に
な
り
て
な
が
め
ば
'
自
然
と
と
の
ふ
な
り
｣
と
い
う
'
我
と
物
と
が

一
体
に
な
る
､
そ
こ
に
真
の
歌
が
生
ま
れ
る
と
し
た

の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
俗
情
で
あ
る
利
口
だ
て
､
か
し
こ
だ
て
を
除
い
て
無
心
無
我
で
よ
ま
れ
る
歌
は
ど
の
よ
う
な
歌
に
な
る
か
｡
実
陰
は
こ
れ

を

｢無
味
｣
と
い
う
こ
と
ば
で
表
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
上
手
の
絵
が
す
ら
り
と
し
て
事
少
な
-
'
そ
の
淡
泊
な
中
に
い
い
し
れ
ぬ
余
情
が
あ

る
の
と
同
じ
で
'
中
院
通
茂
の

｢探
幽
な
ど
の
画
は
t
等
す
-
吃
-
し
て
余
情
か
ぎ
り
な
し
｡
歌
も
又
か
-
の
ご
と
し
｣
の
こ
と
ば
を
引
い

て

｢無
味
｣
の
実
体
を
説
明
し
て
い
る
｡

｢空
の
美
｣
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
よ
い
歌
を
上
手
の
料
理
人
の
'
軽
く
き
れ

い
な
吸
い
物
の
淡
味
に
も
た
と
え
て
い
る
｡

要
す
る
に
'
実
陰
の
歌
学
説
の
一
端
で
は
あ
っ
た
が
､
歌
道
と
宗
教
と
は
究
極
に
お
い
て
同

一
の
世
界
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

根
本
思
想
と
し
て
､
そ
れ
に
意
を
誠
に
す
る
こ
と
､
そ
れ
に
は
和
平
の
心
を
養
い
､
利
口
だ
て
'
か
し
こ
だ
て
な
ど
の
俗
情
を
排
し
'
自
他

一
体
と
な
っ
て
無
心
無
我
の
心
で
歌
を
よ
む
べ
き
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
｡
か
く
て
余
情
あ
る
無
味
の
歌
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
｡

次
に
歌
に
詠
ま
れ
る
べ
き

｢実
情
｣
に
つ
い
て
実
陰
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
見
る
｡
や
は
り

『詞
林
拾
葉
』
に
'

人
､
人
情
な
き
こ
と
な
し
｡
男
女
恋
慕
の
こ
と
の
み
に
あ
ら
ず
'
恋
の
情
が
歌
の
本
な
り
｡
仏
を
願
ひ
又
花
を
ま
ち
入
方
の
月
を
し
た

ひ
､
か
へ
る
雁
の
名
ご
り
を
を
し
む
と
'
皆
是
恋
の
実
情
な
り
｡
又
情
な
け
れ
ば
歌
な
し
｡
し
か
ら
ば
さ
て
く

さ
と
り
た
る
人
は
恋
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の
情
な
き
か
と
お
も
へ
ば
'
却
て
心
明
ら
か
な
る
ゆ
ゑ
に
'
い
に
し
へ
よ
り
れ
き
く

の
智
者
道
者
に
恋
の
歌
の
秀
逸
あ
り
｡
無
情
に

い
た
ら
ん
く

と
て
今
日
の
人
情
を
無
理
に
さ
-
る
も
却
て
修
行
て
い
の
場
な
り
｡
至
極
に
い
た
ら
ば
更
に
障
あ
る
べ
か
ら
ず
｡

男
女
恋
愛
田
心慕
の
情
は
本
よ
り
'
い
わ
ゆ
る
広
義
に
釈
か
れ
た

一
切
の
恋
情
'
思
慕
の
実
情
は
詩
歌
発
生
の
根
元
で
あ
る
｡
菩
提
を
欣
求

す
る
心
も
'
月
花
に
憧
れ
'
人
を
恨
む
心
も
､
鳥
の
声
を
あ
わ
れ
み
､
帰
雁
を
悲
し
む
心
も
'
皆
こ
れ
広
義
の
恋
情
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に

一
切
の
も
の
に
対
す
る
恋
情
こ
そ
'
詩
歌
を
生
み
出
す
根
源
で
あ
っ
て
､
詩
歌
は
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
と
説
く
｡
ま
た
'

歌
は
た
ゞ
よ
ま
う
/
＼

と
ば
か
り
思
う
て
は
な
ら
ぬ
な
り
｡
た
だ
内
の
や
し
な
ひ
な
り
｡
そ
な
た
な
ど
の
よ
ま
れ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
､
け

ん
た
い
ひ
げ
の
心
な
き
故
な
り
｡
も
の
ご
と
お
も
ふ
や
う
に
な
れ
ば
､
よ
む
と
な
し
心
に
か
な
は
ぬ
こ
と
色
々
あ
る
故
に
､
そ
の
間
よ

り
出
で
た
る
な
り
｡

こ
れ
は
前
の
こ
と
ば
と
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
繰
り
返
し
た
に
す
ぎ
な
い
｡

さ
ら
に
､
実
陰
は

一
歩
進
め
て
心
の
養
い
'
す
な
わ
ち
洗
練
さ
れ
た
情
の
必
要
を
説
い
た
｡
人
に
は
情
'
す
な
わ
ち
上
述
の
恋
情
の
ご
と

き
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
'
そ
れ
が
た
だ
ち
に
歌
に
な
る
も
の
で
は
な
い
｡
ま
た
だ
れ
に
で
も
す
ぐ
よ
め
る
も
の
で
も
な
い
｡
そ
こ
に
心
の

養
い
が
必
要
と
な
る
｡
実
陰
は
こ
の
心
の
養
い
を
繰
り
返
し
い
い
'
ま
ず
実
情
に
立
ち
返
れ
'
実
に
そ
め
よ
と
強
調
す
る
｡
そ
れ
が
心
の
養

い
の
対
象
で
あ
る
｡
い
か
な
る
場
合
に
も
常
に
実
情
実
感
を
中
軸
と
し
て
詠
ず
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
が
'
題
詠
急
作
の
場
合
に
は
こ
の
心

の
養
い
が
と
-
に
必
要
と
な
る
｡
実
情
に
立
ち
返
れ
､
実
に
そ
め
よ
と
は
'
言
い
換
え
れ
ば
､
過
去
の
内
的
な
経
験
の
喚
起
'
生
々
し
い
感

情
の
再
現
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
'

そ
な
た
な
ど
も
随
分
常
住
に
心
を
そ
ま
ず
に
ゐ
る
と
お
も
は
る
べ
き
な
れ
ど
も
'
ま
だ
実
に
そ
ま
ぬ
な
り
｡
此
方
も
片
時
も
歌
よ
り
外

に
心
を
お
か
ぬ
や
う
に
恩
へ
ど
も
t
は
な
れ
て
を
る
証
拠
を
'
此
中
､
急
作
の
歌
あ
り
て
心
な
-
し
り
た
る
な
り
｡
そ
な
た
な
ど
も
と

か
く
に
や
し
な
ひ
や
う
あ
し
き
な
り
｡
実
情
に
な
り
か
へ
り
俗
に
ま
じ
は
り
な
が
ら
心
を
ゆ
る
や
か
に
も
ち
'
優
美
に
や
し
な
ひ
た
る
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が
よ
き
な
り
｡
み
る
も
の
き
-
も
の
に
つ
け
て
俗
事
も
詠
ず
れ
ど
も
､
そ
れ
と
も
に
詠
ず
る
心
は
'
世
智
俗
情
と
は
は
な
れ
た
る
場
な

り
｡
こ
の
味
は
ひ
を
と
く
と
工
夫
い
た
さ
る
べ
し
｡
か
-
申
す
此
方
も
ゆ
か
ぬ
な
り
｡

と
述
べ
て
い
る
｡
心
を
ゆ
る
や
か
に
､
和
平
に
た
も
っ
て
'
い
わ
ゆ
る
意
の
誠
が
の
び
の
び
と
自
由
に
活
動
で
き
る
よ
う
に
訓
練
し
て
お
く

こ
と
で
あ
る
｡

要
す
る
に
'
広
義
の
恋
愛
思
慕
の
情
､
そ
れ
が
歌
の
親
で
あ
る
｡
こ
れ
こ
そ
真
の
実
情
と
い
う
べ
き
も
の
､
理
屈
を
抜
き
に
し
た
純
真
で
､

も
っ
と
も
自
然
な
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
ら
が
､
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
す
べ
て
で
は
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
は
生
活
に
な
ら
さ
れ
て
'
気
づ

-
べ
き
は
ず
の
も
の
に
も
気
づ
か
ず
に
い
る
こ
と
が
多
い
｡
驚
-
べ
き
は
ず
の
も
の
に
も
驚
か
な
い
で
い
る
こ
と
が
多
い
｡
だ
か
ら
'
こ
の

眠
れ
る
心
を
覚
ま
す
よ
う
に
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
実
陰
の
い
う
実
情
に
立
ち
返
れ
､
実
に
そ
め
よ
と
は
こ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
を
両
人
の
対
話
に
よ
っ
て
な
お
明
瞭
に
し
て
お
き
た
い
｡

或
律
僧
申
候
は
'

｢其
元
歌
す
か
れ
候
も
よ
-
候
へ
ど
も
'
隠
遁
者
に
て
恋
歌
な
ど
よ
ま
れ
候
事
'
境
界
不
相
応
に
存
ず
る
な
り
｡
｣

｢愚
'
恋
の
歌
よ
む
こ
と
さ
ら
に
心
の
戒
に
な
ら
ず
｡
い
づ
れ
も
則
持
戒
の
心
な
り
｡
い
か
に
と
な
れ
ば
恋
歌
に

一
首
と
し
て
安
心
な

る
こ
と
な
し
｡
あ
る
ひ
は
玉
の
緒
よ
た
え
な
ば
た
え
ね
な
ど
い
ひ
'
涙
に
柚
も
朽
つ
る
な
ど
'
又
は
お
も
ひ
の
け
ぶ
り
に
胸
の
こ
が
る
～

な
ど
'
皆
難
儀
な
る
事
な
り
｡
仏
法
に
地
獄
を
説
き
て
浄
土
を
す
ゝ
め
'
悪
を
い
ひ
て
善
に
導
く
が
ご
と
き
か
｡
恋
慕
愛
着
の
心
あ
れ

ば
か
-
の
如
-
心
を
-
る
し
む
る
も
の
な
り
と
恋
の
歌
を
よ
め
ば
､
存
ず
る
故
'
お
の
づ
か
ら
よ
く
小
ま
し
め
と
な
る
な
り
｣
と
い
ひ

け
れ
ば
t
か
の
僧
'

｢尤
｣
と
感
心
い
た
し
候
｡

｢此
趣
い
か
ゞ
｡
｣

｢
な
る
ほ
ど
尤
に
候
へ
ど
も
'
恋
歌
の
事
'
段
々
に
様
子
あ
る

事
な
れ
ど
も
'
そ
れ
よ
り
か
-
の
ご
と
-
こ
た
へ
ら
れ
候
が
よ
-
候
｡
尤
い
ま
し
め
の
法
と
い
ふ
説
'
尤
す
こ
し
は
あ
る
こ
と
も
候
が
'

し
か
れ
ど
も
直
に
一
心
の
実
よ
り
出
る
情
な
れ
ば
､
弥
陀
を
念
じ
候
も
'
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
朋
友
の
ま
じ
は
り
も
､
し
な
か
は
り
た

る
や
う
な
れ
ど
も
'
皆
実
情
お
も
む
け
は
同
じ
こ
と
な
り
｡
そ
の
実
情
恋
に
よ
む
心
な
り
｡
古
へ
の
恋
歌
た
か
き
う
た
よ
き
歌
に
な
し
｡
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玉
糞
な
ど
の
恋
歌
こ
と
の
外
し
だ
る
-
聞
き
に
-
し
｡
是
よ
ろ
し
か
ら
ず
｡
恋
歌
の
姪
風
は
よ
む
こ
と
に
あ
ら
ず
'
実
情
を
よ
む
べ
し
｡

姪
風
は
お
も
く
し
た
ゝ

る
く
'
実
情
は
淡
薄
に
て
余
情
あ
る
も
の
な
り
｡｣

以
上
で
実
陰
の
歌
学
説
を
'
主
と
し
て

｢心
｣
の
問
題
を
中
心
に
し
て
述
べ
た
｡
そ
の
中
に
は
近
世
の

｢ま
こ
と
｣
の
歌
論
に
か
よ
う
も

の
が
あ
り
'
後
の
歌
学
に
及
ぼ
し
た
影
響
な
ど
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
た
い
｡

な
お
ま
た
､
実
陰
は

｢
そ
な
た
に
は
何
と
ぞ
正
風
体
を
と
-
と
し
ら
せ
た
-
存
ず
る
な
り
｡｣
と
い
う
｡
こ
の

｢正
風
体
｣
は

『初
学
考

鑑
』
に
よ
れ
ば
'
定
家
か
ら
為
家

･
為
氏
に
つ
が
れ
'
さ
ら
に
為
世
か
ら
頓
阿
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
｡

『詞
林
拾
葉
』
に
'

｢
二
条
家
の
流
は
一
首
は
何
の
め
づ
ら
し
さ
こ
と
も
な
-
､
た
ゞ
わ
づ
か
に
1
字
二
字
に
て
､
あ
た
ら
し
く
よ
み
な
す
な
り
O｣
と
い
っ
て
い

る
が
'

｢何
と
な
く
詞
や
す
ら
か
に
｣

｢何
の
め
づ
ら
し
さ
こ
と
も
な
｣
い
の
が
､
二
条
家
の
正
風
体
の
よ
う
に
と
れ
る
｡
先
に
述
べ
た

｢無
味
の
味
｣
を
も
っ
た
も
の
と
も
い
え
る
が
'
似
雲
に
は
そ
の
実
態
は
把
握
L
に
-
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
｡

『
詞
林
拾
葉
』
に
は

｢思
案
す
べ
し
｣
と
か
､

｢沈
吟
｣

｢
工
夫
｣

｢観
念
｣

｢領
解
｣
な
ど
の
こ
と
ば
を
用
い
て
自
得
す
べ
き
こ
と
を
'
実
陰
は
繰
り
返
し
説

い
て
い
る
｡
そ
し
て
'

数
年
い
ろ
く

と
仰
せ
ら
れ
候
へ
ど
も
､
毎
度
御
尤
と
感
心
は
い
た
し
な
が
ら
'
此
方
に
'
是
は
目
あ
く
と
存
ず
る
こ
と
は
御
座
な
く

候
｡

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
｡

こ
う
し
て
永
年
に
わ
た
っ
て
苦
悩
も
し
つ
つ
指
導
を
受
け
た
似
雲
自
身
は
'
歌
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
残
念
な
が
ら

そ
れ
を
伺
う
こ
と
の
で
き
る
､
い
わ
ゆ
る
歌
論
書

･
歌
学
書
と
い
っ
た
も
の
は
過
さ
れ
て
は
い
な
い
｡
し
か
し
､
彼
に
は
そ
れ
に
代
わ
る
､
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享
保
十
八

(
一望
三)
年
へ
六
十

一
歳
の
時
に
詠
ん
だ

｢寄
歌
述
懐
百
首
｣
な
る

一
巻
が
伝
わ
っ
て
い
て
'
こ
れ
は
ま
た
､
彼
の
歌
文
集
で
あ

る

｢と
し
な
み
草
』
巻
第
十
四
に
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
歌
人
似
雲
と
し
て
は
他
に
類
の
な
い
石
首
歌
を
も
っ
て
歌
論
書

･
歌
学
書
に
代
わ
る

も
の
を
通
し
た
い
と
い
う
強
い
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
今
は
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
和
歌
観
を
考
察
す
る
し
か
な
い
｡

｢寄
歌
述
懐

百
首
｣
は
'
西
行

･
似
雲
の
墳
墓
の
あ
る
大
阪
府
南
河
内
郡
の
弘
川
寺
に
蔵
さ
れ
て
い
る
自
筆
本

『と
し
な
み
草
』
の
そ
れ
に
よ
っ
た
｡
ま

た
判
読
の
便
を
考
え
て
上
下
両
句
を

一
字
空
け
て
記
載
し
た
｡

○
珍
し
き
事
を
た
く
み
に
も
と
め
な
ば

あ
ら
ぬ
道
に
や
さ
す
ら
へ
な
ま
し

○
憂
き
こ
と
も
嬉
し
さ
事
も
そ
の
ま
ゝ

に

み
な
言
の
葉
の
種
な
ら
ぬ
か
は

○
い
つ
は
り
の
罪
と
や
な
ら
む
心
に
も

あ
ら
ぬ
こ
と
ば
の
花
の
か
ざ
り
は

○
か
ろ
か
ら
ぬ
こ
ゝ

ろ
を
う
ち
の
あ
る
じ
に
て

た
ゞ
言
の
は
ゝ
や
す
ら
か
に
こ
そ

○
見
る
た
び
に
哀
こ
そ
～

へ
よ
き
歌
は

た
ゞ
何
と
な
-
や
す
ら
か
に
し
て

○
心
か
ら
た
ゞ

や
す
ら
か
に
よ
む
歌
は

さ
は
る
こ
と
ば
の
よ
し
あ
し
も
な
し

○
言
の
葉
は
た
ゞ
お
さ
な
-
て
を
の
づ
か
ら

ふ
か
き
い
ろ
か
を
い
か
で
そ
へ
ま
し

珍
し
さ
巧
み
さ
を
求
め
ず
'
憂
さ
も
悲
し
さ
も
'
す
べ
て
自
然
の
ま
ま
に
､
た
だ
何
と
な
く
や
す
ら
か
に
､
し
か
も
幼
く
､
あ
る
が
ま
ま

な
る
人
生
相
の
表
現
を
基
本
に
し
て
'
心
に
も
あ
ら
ぬ
言
葉
の
花
の
飾
り
を
邪
と
し
て
こ
れ
を
退
け
た
｡

一
切
の
技
巧
を
排
し
'
狭
い
主
観

に
と
ら
わ
れ
ず
､
た
だ
あ
る
が
ま
ま
に
み
ず
か
ら
の
道
を
進
も
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
､

｢さ
は
る
こ
と
ば
の
よ
し
あ
し
も
な
｣
-
'
な
ん
ら

の
さ
し
さ
わ
り
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
無
技
巧
に
し
て
無
理
想
'
私
意
小
知
を
排
し
て
お
お
ど
か
に
自
然
と
合
し
'
物
と

1
体
と
な
る
｡

そ
こ
に
似
雲
の
詠
歌
の
姿
勢
が
あ
っ
た
O
こ
れ
こ
そ
さ
き
ゐ
師
実
陰
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
.
こ
れ
は
ま
た
'
後
の
小
沢
芦
庵
ら
の
歌
学

説
の
中
心
思
想
で
あ
る

｢た
だ
こ
と
歌
｣
に
通
う
も
の
で
も
あ
る
｡
こ
の

｢寄
歌
述
懐
百
首
｣
の
文
化
七

(
一八
一〇)
年
刊
の
も
の
に
'
松
尾
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崇
順
が
序
で
'
芦
庵
の
説
は
早
-
も
似
雲
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
を
実
陰
の
説
が
芦

庵
に
影
響
を
与
え
た
の
だ
と
い
う
人
も
あ
る
が
､
同
じ
こ
と
で
あ
る
｡

次
に
'
宗
教
と
歌
道
と
の
7
致
に
つ
い
て
は
､
師
説
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
'
似
雲
に
あ
っ
て
は

1
種
の
信
仰
的
な
力
と
さ
え
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
｡

○
こ
～

ろ
か
ら
へ
だ
て
け
る
か
な
今
迄
は

仏
の
み
ち
と
し
き
嶋
の
道

研
鞭
錬
磨
に
よ
っ
て
師
の
心
を
自
得
し
た
わ
け
で
あ
る
O
歌
道
を
生
活
と
し
仏
道
を
生
活
と
す
る
似
雲
に
と
っ
て
は
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当

然
な
帰
結
で
あ
っ
た
｡

実
陰
が
歌
道
と
仏
道
と
の
一
致
を
基
調
と
し
て
誠
意
を
説
い
た
よ
う
に
､
似
雲
も
ま
た
心
の
養
い
を
根
本
と
し
た
｡

○
か
た
よ
ら
ぬ
心
の
糸
に
ぬ
き
と
め
て

○
つ
ゝ
し
め
よ
な
に
は
の
こ
と
も
読
歌
の

○
か
へ
り
見
よ
う
ち
の
心
の
水
か
ゞ
み

○
ち
り
ま
が
ふ
言
葉
の
花
や
ぬ
き
と
め
む

○
す
な
は
な
る
心
は
お
な
じ
か
ら
う
た
も

○
よ
き
歌
を
よ
を
む
と
す
～
む
心
あ
ら
ば

み
が
け
る
玉
や
千
々
の
言
の
葉

言
糞
の
す
ゑ
や
人
の
よ
し
あ
し

よ
し
あ
し
な
が
ら
う
つ
る
言
の
葉

こ
～

ろ
の
糸
の
み
だ
れ
ざ
り
せ
ば

思
ひ
よ
こ
し
ま
な
し
と
こ
そ
さ
け

た
ゞ
か
へ
り
み
よ
あ
し
き
と
こ
ろ
を

片
よ
ら
ぬ
心
'
す
な
は
な
る
心
､
み
だ
れ
ぬ
心
の
糸
'
す
な
わ
ち
私
意
邪
心
を
退
け
て
､
純
心
和
平
に
つ
く
｡
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
実
陰
の
､

意
を
誠
に
す
る
も
の
と
の
一
致
点
が
あ
る
｡
似
雲
は
自
己
の
実
際
生
活
に
よ
っ
て
師
説
の
裏
づ
け
を
し
た
わ
け
で
あ
る
｡
こ
の
心
の
養
い
に

I

は
師
説
と
同
様
に
古
歌
に
よ
っ
て
1
万
の
範
を
求
め
よ
う
と
し
た
｡



○
ね
が
は
-
は
人
の
こ
～
ろ
も
あ
つ
き
世
の

む
か
し
に
か
へ
れ
わ
か
の
う
ら
な
み

一

〇
わ
け
い
り
て
こ
ゝ

ろ
を
そ
め
よ
絶
ず
た
ゞ

む
か
し
の
人
の
言
の
葉
草
に

○
今
さ
ら
に
よ
む
歌
よ
り
も
折
に
あ
へ
ば

あ
は
れ
ぞ
ふ
か
き
ふ
る
き
言
の
莱

心
の
上
に
'
形
の
上
に
､
学
ぶ
べ
き
も
の
は
古
人
の
素
直
な
生
活
態
度
で
あ
っ
た
｡
古
歌
に
つ
い
て
は
実
陰
が
指
示
し
た
よ
う
に
も
っ
ぱ

ら
三
代
集
､
頓
阿
の

『草
庵
集
』
'
追
遥
院
の

『雪
玉
集
』
な
ど
に
中
心
の
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
ま
た
､
西
行
の
詠
に
つ
い

て
は
似
雲
の
性
向

･
趣
味

･
生
活
等
の
上
か
ら
見
て
､
と
く
に
注
意
が
向
け
ら
れ
た
｡
実
陰
も
西
行
に
つ
い
て
は
常
に
賛
嘆
の
声
を
惜
し
ま

な
か

っ
た

｡

西
行
よ
り
以
前
も
以
後
も
歌
上
手
あ
れ
ど
も
､
西
行
の
や
う
な
る
風
骨

1
人
も
見
お
よ
ば
ず
｡
西
行
は
お
も
く
い
で
た
る
歌
な
し
｡
皆

か
ろ
く
出
た
る
も
の
な
り
｡
丸
木
立
の
き
れ
い
な
る
く
ず
や
の
ご
と
し
｡
追
遥
院
な
ど
も
上
手
に
て
あ
り
け
れ
ど
も
'
西
行
と
は
行
か

た
違
ひ
た
る
歌
な
り
｡

こ
の
よ
う
に
西
行
の
風
骨
と
歌
風
と
を
推
賞
し
た
が
'
早
-
か
ら
西
行
を
思
慕
し
て
い
た
似
雲
に
と
っ
て
は
'
師
の
こ
う
し
た
評
価
が
ど

ん
な
に
彼
を
動
か
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
西
行
へ
の
思
慕
は
'
こ
う
し
た
実
陰
の
指
導
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
高
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
｡
『
吾

妻
鑑
』
文
治
二

(
二
八
六
)
年
八
月
十
五
日
の
条
に
'
鎌
倉
鶴
ケ
岡
八
幡
宮
で
西
行
は
源
頼
朝
に
行
き
会
い
'
そ
の
お
り
頼
朝
は
歌
道
と
弓
馬

の
事
を
尋
ね
た
が
'
西
行
は

｢詠
歌
は
'
花
月
に
対
し
て
動
感
す
る
の
折
節
'
僅
か
に
州

一
字
を
作
る
ば
か
り
な
り
｡
全
く
奥
旨
を
知
ら
ず
｡

さ
れ
ば
こ
れ
か
れ
報
へ
申
さ
ん
と
欲
す
る
所
無
し
｣
と
言

っ
た
そ
の
態
度
と
抱
負
と
は
'
似
雲
に
よ
っ
て
り
っ
ば
に
具
現
さ
れ
た
と
い
え
よ

う

0か
く
の
ご
と
く
古
歌
か
ら
ま
た
古
人
か
ら
学
ぶ
所
は
極
め
て
多
か
っ
た
が
､

○
し
き
し
ま
の
道
は

一
つ
の
す
ぢ
な
が
ら

か
は
る
す
が
た
や
代
々
の
言
の
葉
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と
い
う
よ
う
に
､
い
つ
ま
で
も
旧
い
殻
を
守

っ
て
い
る
こ
と
の
み
が
似
雲
の
主
義
で
も
な
か
っ
た
｡
時
代
の
推
移
と
と
も
に
移
り
変
わ
っ
て

き
た
歌
の
姿
'
そ
れ
は
今
の
世
に
も
当
然
あ
り
う
る
こ
と
と
'
常
に
そ
の
移
り
変
わ
り
に
は
目
を
注
い
で
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

次
に
｡
似
雲
が
心
の
養
い
に
つ
い
て
'
そ
の
戒
律
の
目
標
と
し
た
の
は
へ
た
く
ら
み
心
'
自
惚
れ
心
'
街
気
な
ど
で
あ
っ
た
｡

○
世
の
人
に
見
せ
も
き
か
せ
も
と
ば
か
り
に

お
も
へ
ば
よ
そ
の
や
ま
と
言
の
葉

○
わ
れ
の
み
と
思
ひ
あ
が
り
て
よ
む
人
の

心
や
ひ
き
ゝ

や
ま
と
こ
と
の
葉

○
難
波
津
や
あ
し
き
道
に
も
い
り
ぬ
べ
し

わ
が
こ
と
の
は
を
よ
し
と
お
も
は
ゞ

○
世
の
人
を
お
ど
ろ
か
さ
ん
と
お
も
ふ
こ
そ

わ
が
身
も
し
ら
ぬ
夢
の
言
の
葉

〇
一
ふ
し
と
お
も
ふ
こ
～
ろ
の
な
か
く

に

い
ろ
番
も
き
ゆ
る
人
の
こ
と
の
薫

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
そ
の
師
が
諌
め
た
所
の
も
の
で
あ
る
｡
か
か
る
理
想
の
下
に

一
途
に
進
も
う
と
し
た
が
､
し
か
し
そ
の
道
は
決
し
て

坦
々
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

○
立
か
へ
り
道
や
も
と
め
む
こ
～

ろ
の
み

す
～
進
む
に
ま
よ
ふ
大
和
言
の
糞

○
く
や
し
-
は
思
ひ
な
が
ら
も
こ
り
ず
ま
に

幾
度
ま
よ
ふ
し
き
し
ま
の
道

○
へ
だ
て
け
る
こ
ゝ

ろ
よ
い
か
に
身
を
す
て
～

よ
る
か
ひ
も
な
き
わ
か
の
う
ら
波

嵯
嘆

･
焦
燥

･
苦
慮
'
こ
う
し
た
も
の
が
絶
え
ず
似
雲
を
苦
し
め
た
｡
迷
夢

･
苦
悩

･
煩
悶
'
こ
れ
ら
の
冥
い
世
界
が
い
つ
も
似
雲
を
取

り
巻
い
た
｡
し
か
し
'
開
明

･
了
悟

･
愉
悦
等
の
明
る
い
世
界
も
ま
た
常
に
隣
り
合

っ
て
い
た
｡
迷
え
ば
こ
そ
開
か
れ
る
｡
限
り
な
い
法
悦

に
浸
る
こ
と
の
で
き
る
の
も
'
こ
う
し
た
と
き
で
あ
っ
た
｡
人
生
は
絶
え
ず
こ
の
二
つ
の
世
界
を
進
止
出
入
し
て
､
い
つ
か
広
い
世
界
に
出

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
冥
い
世
界
が
長
け
れ
ば
長
い
だ
け
'
明
る
い
世
界
も
ま
た
長
-
続
い
た
｡
し
か
し
'
そ
れ
に
は
'
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○
波
風
は
よ
し
へ
だ
つ
と
も
身
を
す
て
ゝ

わ
た
り
て
見
ば
や
し
き
嶋
の
道

○
敷
嶋
の
道
よ
り
外
は
世
中
に

も
と
め
な
き
身
を
神
も
哀
め

○
は
や
瀬
川
の
ぼ
る
小
舟
の
つ
な
で
な
は

た
ゆ
め
ぱ
く
だ
る
大
和
言
の
葉

と
い
っ
た
和
歌
に
対
す
る
飽
く
な
き
執
念
'
そ
れ
に
厳
し
い
自
戒
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

要
す
る
に
､
似
雲
の
後
半
生
は
師
説
の
具
現
ま
た
は
そ
の
生
活
化
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
-
'
そ
の
具
現
'
生
活
化
の
た
め
に
は
つ
い
に

前
述
の
よ
う
に
師
の
門
を
辞
し
て
'

一
所
不
住
の
草
庵
と
旅
の
生
活
を
選
ば
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡


