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は
じ
め
に

　
里
…
田
清
綱
は
日
本
の
西
洋
画
史
上
で
「
西
洋
画
の
巨
匠
」
と
言
わ
れ
る
黒
田

清
輝
の
義
父
に
当
た
る
。
御
歌
所
派
の
歌
人
と
し
て
活
躍
し
た
清
綱
の
業
は
、

和
歌
史
の
上
か
ら
は
所
謂
旧
派
（
注
1
）
と
し
て
、
殊
に
そ
の
後
半
生
は
正
岡

子
規
ら
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
や
、
与
謝
野
鉄
幹
、
晶
子
ら
の
「
明
星
」
な
ど
の
新

し
い
運
動
の
な
か
に
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
殆
ど
評
価
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
辛
う
じ
て
、
小
泉
蓼
三
氏
の
『
近
代
短
歌
史
（
明
治
篇
）
』
（
注
2
）

に
お
い
て
「
早
く
郷
里
鹿
児
島
に
あ
り
し
頃
よ
り
八
田
知
紀
に
つ
い
て
歌
を
学
び
、

明
治
八
年
門
下
の
歌
を
集
め
て
「
庭
た
つ
み
」
を
出
版
し
、
爾
来
大
正
三
年
に

及
ん
だ
。
大
正
二
年
御
製
御
拝
見
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
四
年
に
は
大
嘗
会
悠
紀
歌

詠
進
を
仰
付
ら
れ
た
。
桂
園
派
と
し
て
は
強
い
格
調
の
歌
を
つ
く
っ
た
」
と
、

そ
の
お
よ
そ
の
生
涯
が
紹
介
さ
れ
「
筆
下
は
平
凡
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
「
桃
山
御

陵
に
参
拝
し
け
る
時
」
の
一
首
は
佳
作
」
と
さ
れ
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。

高
崎
正
風
没
後
を
継
い
で
御
歌
所
長
官
に
就
任
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
注

3
）
は
、
大
正
天
皇
の
「
御
製
御
拝
見
」
と
言
う
の
が
そ
の
実
質
で
あ
り
、
清

綱
の
和
歌
の
評
価
を
高
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
清
綱
の
和
歌
を
改
め
て
見
直
し
て
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
一
つ

に
は
、
清
綱
の
和
歌
に
つ
い
て
の
考
え
が
、
明
治
国
家
が
近
代
と
い
う
時
代
を

背
負
っ
て
動
い
て
い
く
過
程
に
果
た
し
た
役
割
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
た
め

で
あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
清
輝
の
画
業
に
関
わ
る
こ
と
の
実
態
を
明
ら
か
に
し

た
い
た
め
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
第
一
の
清
綱
に
関
わ
る
和
歌
資
料
の
整
理
か

ら
始
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
選
ば
れ
た
清
綱
の
和
歌

清
綱
の
和
歌
を
評
価
の
対
象
と
し
た
選
集
の
中
で
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
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二
つ
を
取
上
げ
て
み
よ
う
。

　
時
代
的
に
早
い
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
『
明
治
現
存
三
十
六
歌
撰
　
完
』
一

冊
（
注
4
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
十
年
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
、
当
代
の
代

表
的
歌
人
を
「
三
十
六
歌
仙
」
に
倣
っ
て
選
び
出
し
、
歌
合
風
に
左
右
に
番
え

た
も
の
で
あ
る
。
編
者
の
山
田
謙
益
の
序
文
に
も
、
そ
れ
は
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。

「
今
の
大
御
代
に
其
名
聞
え
し
歌
人
、
高
き
賎
し
き
を
え
ら
ば
す
、
し
げ
原
の

よ
り
よ
り
耳
に
と
ま
り
た
る
を
、
も
し
ほ
草
か
き
あ
つ
め
た
る
が
、
つ
ひ
に
三

十
ま
り
六
首
の
数
に
な
り
に
た
れ
ば
、
歌
仙
の
色
紙
形
に
な
ら
ひ
て
、
作
者
の

さ
ま
を
も
、
春
夜
の
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
に
写
し
た
ら
ま
し
か
ば
と
て
云
々
」
（
以

下
、
引
用
に
当
た
っ
て
は
私
意
に
よ
り
句
読
点
、
濁
点
な
ど
を
付
す
）
と
あ
る
。

現
今
の
大
家
と
認
め
ら
れ
る
歌
人
の
詠
を
、
身
分
の
上
下
に
関
わ
ら
ず
集
め
、

歌
仙
形
式
に
倣
っ
て
編
集
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
清
綱
は
、
第
二
番
に
右
の
間
宮
八
十
子
と
番
え
ら
れ
て
、
左
の
位
置
に
あ
り
、

百
合
の
題
に
て
「
鼓
し
れ
ぬ
患
ひ
の
露
や
お
も
る
ら
ん
　
か
た
ぶ
き
た
て
る
ひ

め
ゆ
り
の
花
」
の
詠
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
可
憐
な
百
合
が
露
の
重
み
で
傾
い

て
咲
い
て
い
る
様
を
、
忍
ぶ
思
い
に
よ
る
涙
の
露
の
重
さ
か
と
疑
う
心
情
を
詠

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
恋
の
思
い
を
消
え
ゆ
く
露
に
み
た
も
の
で
、
類
型
的

な
表
現
と
は
い
え
る
も
の
の
、
一
面
、
繊
細
な
感
覚
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
順
番
も
、
三
十
六
番
の
う
ち
二
番
目
で
あ
り
、
第
↓
番
の
三
条
西
季
知
と

加
藤
千
浪
と
に
続
い
て
お
り
、
歌
の
巧
み
さ
と
、
流
派
に
拘
ら
な
い
地
点
で
の

評
価
の
高
さ
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
は
『
東
京
大
家
十
四
家
集
　
全
』
一
冊
が
あ
る
。
明
治
十
六
年
に
発
行

さ
れ
た
も
の
で
、
代
表
的
な
歌
人
十
四
人
の
歌
を
四
季
、
恋
、
雑
、
に
分
類
し

た
も
の
で
あ
る
。
平
井
元
金
の
序
文
に
続
い
て
付
さ
れ
た
「
附
言
」
か
ら
、
本

集
の
大
要
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
「
此
歌
集
ハ
徳
大
寺
宮
内
卿
よ
り
、
現
今
の
歌
人
十
四
人
に
去
年
の
一
月
よ

り
此
方
、
よ
み
出
た
る
得
意
の
歌
三
十
首
つ
つ
書
き
て
よ
と
、
所
望
有
し
に
よ
り
、

各
短
冊
に
書
き
て
ま
い
ら
せ
た
る
歌
な
り
。
そ
を
宮
内
卿
よ
り
、
天
覧
に
備
へ

奉
ら
れ
け
る
を
、
よ
み
人
の
名
を
臆
し
て
、
お
の
お
の
よ
ろ
し
と
思
は
ん
歌
、

甲
乙
丙
三
等
に
撰
び
て
奉
ら
せ
よ
と
、
う
ち
う
ち
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
て
、
其
ご

と
く
え
ら
び
、
宮
内
卿
へ
出
さ
れ
し
ょ
し
伝
へ
聞
侍
れ
ど
、
其
撰
び
の
ほ
ど
は
、

い
ま
だ
お
ほ
や
け
に
聞
え
ざ
れ
ば
、
歌
計
を
よ
み
人
の
名
を
書
加
へ
写
し
た
る

な
り
。
作
者
の
姓
名
左
に
し
る
す
。
　
正
二
位
嵯
峨
実
愛
　
従
三
位
山
本
実
政

従
四
位
福
羽
美
静
　
従
四
位
黒
田
清
綱
　
従
五
位
高
崎
正
風
　
権
大
教
正
本
居

豊
頴
　
従
五
位
鈴
木
重
嶺
　
従
五
位
間
島
冬
道
　
従
五
位
三
田
調
光
　
黒
川
真

頼
　
池
原
香
程
　
伊
東
徳
業
　
小
出
粂
　
松
波
資
之
」

　
徳
大
寺
公
が
選
び
出
し
た
十
四
人
の
歌
人
は
、
そ
の
殆
ど
が
堂
上
派
、
あ
る

い
は
御
歌
所
派
と
称
さ
れ
る
人
々
で
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
明
治
天
皇
を
中
心

に
し
て
近
代
国
家
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
く
日
本
を
示
す
に
格
好
の
歌
人
を
選
び

出
し
た
歌
集
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
当
初
は
匿
名
に
し
て
天
覧
に
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備
え
た
が
、
そ
の
後
、
作
者
名
を
付
し
て
公
開
さ
れ
た
と
い
う
経
過
は
、
正

に
こ
う
し
た
意
図
を
、
天
皇
の
側
近
と
し
て
優
れ
た
歌
人
が
居
り
、
そ
の
象

徴
的
意
味
を
和
歌
が
荷
つ
た
と
い
う
時
代
相
を
示
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ

る
。
こ
の
集
の
意
図
は
、
歴
史
上
の
人
物
を
詠
じ
た
歌
（
当
時
に
お
い
て
は

「
詠
史
」
の
部
に
相
当
す
る
）
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
知
る
こ
と
が
出

来
る
。　

　
　
　
老
翁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
頴

隠
り
世
の
あ
り
て
ふ
事
を
さ
と
り
て
の
後
こ
そ
神
は
か
し
こ
か
り
け
れ

　
　
　
　
君
思
如
雨
露
　
　
　
　
　
　
　
重
嶺

雨
露
は
草
木
ば
か
り
を
物
覚
に
か
か
る
は
君
が
め
ぐ
み
な
り
け
り

　
　
　
　
頼
朝
公
　
　
　
　
　
　
　
　
藻
光

足
た
た
ぬ
蛭
の
小
島
に
年
を
経
て
い
な
が
ら
人
を
な
び
け
つ
る
か
な

　
　
　
　
楠
公
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

石
よ
り
も
か
た
き
心
は
く
す
の
木
の
た
ふ
れ
て
後
ぞ
顕
れ
に
け
る

　
　
　
　
楠
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
尊

君
が
そ
の
籏
手
の
菊
の
か
を
ら
ず
は
南
の
山
も
む
な
し
か
ら
ま
し

　
　
　
　
菊
地
武
時
　
　
　
　
　
　
　
　
棄

君
が
た
め
思
ふ
心
の
一
す
ち
の
征
矢
の
さ
き
に
は
た
つ
神
も
な
し

　
神
で
あ
り
菊
に
象
徴
さ
れ
る
天
皇
は
、
再
び
こ
の
世
に
現
わ
れ
多
く
の
恵
み

を
垂
れ
て
い
る
。
そ
の
尊
い
天
皇
の
系
列
に
連
な
る
南
朝
を
主
と
す
る
忠
臣
に

よ
っ
て
、
国
家
が
形
成
さ
れ
て
き
た
過
程
を
詠
っ
て
い
る
。
明
治
天
皇
を
頂
と

し
て
国
家
が
出
来
上
が
っ
た
こ
と
を
寿
ぐ
集
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
十
四
人
の
歌
人
は
そ
れ
ぞ
れ
得
意
と
す
る
分
野
に
お
い
て
詠
歌
し
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
各
部
立
で
の
歌
数
か
ら
明
瞭
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
全

体
は
春
八
十
九
、
夏
六
十
二
、
秋
七
十
九
、
冬
六
十
一
、
恋
四
十
五
、
雑
八
十

四
首
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
四
季
の
歌
は
ほ
ぼ
同
じ
数
で
あ
り
、
恋
の
歌
は

極
端
に
少
な
い
。
こ
れ
は
、
勅
撰
和
歌
集
の
伝
統
か
ら
見
た
と
き
、
そ
の
形
を

外
れ
て
お
り
、
恋
歌
の
位
置
の
低
下
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
清
綱
の
場
合
、
春
十
首
、
夏
五
首
、
秋
六
首
、
冬
四
首
、
恋
二
首
、
雑
三

首
を
詠
進
し
て
い
る
。
恋
の
歌
は
、
同
じ
よ
う
に
少
な
く
、
四
十
五
首
で
構
成

さ
れ
る
部
立
て
の
終
わ
り
に
近
い
箇
所
に
二
首
載
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
寄
橋
恋
　
　
　
　
　
　
　
　
清
綱

あ
ふ
と
見
る
夢
の
浮
き
橋
現
に
も
か
か
ら
ば
い
か
に
嬉
し
か
ら
ま
し

　
　
　
　
寄
木
恋
　
　
　
　
　
　
　
　
清
綱

さ
く
ら
麻
の
を
ふ
の
浦
梨
う
ら
若
み
な
る
時
し
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

こ
の
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
の
本
歌
取
と
な
っ
て
お
り
、
更
に
、
寄
物
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歌
と
工
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
形
式
に
お
い
て
も
内
容
に
お
い
て
も
、
平
板
な
傾

向
を
も
つ
歌
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
初
め
の
歌
は
「
恋
わ
び
て
う
ち
寝
る
中
に
行
き
か
よ
ふ
夢
の
直
路
は
う
つ
つ

な
ら
な
む
」
（
五
五
八
番
）
を
本
歌
と
し
、
次
の
歌
は
「
を
ふ
の
浦
に
片
枝
さ

し
お
ほ
ひ
な
る
梨
の
な
り
も
な
ら
ず
も
寝
て
か
た
ら
は
む
」
（
一
〇
九
九
番
）

を
本
歌
と
し
て
い
る
。

　
二
首
共
に
本
歌
の
趣
意
を
特
に
深
め
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
初
め
の
歌
は
、

恋
の
夢
路
が
現
実
と
な
れ
ば
よ
い
も
の
を
と
願
う
心
を
、
　
「
夢
の
浮
き
橋
」
と

い
う
雅
語
を
用
い
て
、
そ
れ
が
現
実
と
な
れ
ば
ど
ん
な
に
嬉
し
い
か
と
率
直
に

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
の
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
で
東
歌
に
部
類
さ
れ
て

い
る
も
の
を
、
そ
の
意
を
よ
く
汲
み
つ
つ
、
東
歌
の
も
つ
直
裁
的
な
恋
の
感
情

表
現
を
、
若
さ
故
に
陥
っ
て
し
ま
う
恋
の
意
味
へ
と
変
え
て
、
本
歌
の
持
つ
強

い
情
熱
を
や
や
弱
め
た
調
子
で
詠
ん
で
い
る
。

　
本
歌
を
良
く
捉
え
て
は
い
る
も
の
の
、
恋
の
歌
と
し
て
は
き
わ
め
て
日
常
的

な
表
現
に
終
始
し
て
お
り
、
感
情
の
薄
い
歌
と
な
っ
て
い
る
。
清
綱
は
恋
の
歌

に
は
余
り
得
手
で
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
雑
の
部
に
あ
っ
て
は
、
三
首
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
、
社
頭
祝
、

寄
道
祝
の
題
を
持
つ
も
の
は
、
集
の
最
後
を
飾
る
祝
賀
の
歌
八
首
の
中
に
含
ま

れ
て
い
て
、
幾
分
か
評
価
さ
れ
て
よ
い
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
社
頭
祝
　
　
　
　
　
　
　
　
清
綱

五
百
枝
さ
す
神
垣
山
の
真
田
は
さ
か
ゆ
く
御
代
の
す
が
た
也
け
り

　
　
　
　
寄
道
祝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
綱

世
と
と
も
に
開
く
る
見
れ
ば
し
き
島
の
道
の
奥
こ
そ
果
な
か
り
け
れ

　
二
首
と
も
に
類
型
的
な
表
現
を
用
い
て
い
る
と
は
云
え
、
祝
賀
の
意
は
充
分

に
現
わ
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
「
寄
道
祝
」
の
歌
は
、
明
治
の
開
化
の
世
に
お
い

て
敷
島
の
道
と
し
て
の
和
歌
は
、
そ
の
奥
が
深
く
果
て
し
な
い
も
の
と
し
て
詠

じ
ら
れ
て
い
る
。
和
歌
が
明
治
の
世
に
果
た
す
役
割
を
良
く
認
識
し
て
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
次
に
続
く
祝
賀
の
最
後
の
歌
が
、

実
政
の
歌
で
、
同
題
の
も
と
に
「
あ
ま
て
ら
す
神
の
御
代
よ
り
一
す
ぢ
に
き
み

が
め
ぐ
み
を
敷
島
の
道
」
と
詠
ん
で
い
る
の
と
同
じ
内
容
で
あ
り
、
和
歌
の
持

つ
カ
を
改
め
て
認
識
し
た
人
々
の
明
治
中
期
の
情
勢
を
良
く
反
映
し
た
も
の
と

見
ら
れ
る
。
先
の
『
明
治
現
存
三
十
六
歌
撰
』
よ
り
は
、
一
歩
進
ん
だ
も
の
が

み
え
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
恋
の
部
と
雑
の
部
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
四
季
の
部
の
歌
に
お
い

て
も
、
そ
れ
な
り
の
特
徴
を
指
摘
で
き
る
。

　
四
季
の
部
の
清
綱
の
歌
に
は
、
景
情
を
よ
く
見
つ
め
て
素
直
に
詠
う
姿
勢
が

窺
え
る
。
入
集
し
た
歌
の
数
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
春
の
部
に
お
い
て
は
、
八

十
九
首
中
十
首
を
占
め
て
お
り
、
他
の
十
三
人
と
の
比
較
に
お
い
て
も
上
回
っ
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た
才
が
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　
題
の
み
で
い
え
ば
、
野
亭
梅
、
稲
荷
詣
、
花
園
鴬
、
柳
経
年
、
海
上
帰
雁
、

松
同
花
、
河
上
花
、
毛
見
花
、
野
雲
雀
、
若
鮎
の
十
題
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に

集
成
さ
れ
る
類
題
集
の
中
に
は
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
題
で
あ
っ
て
、
特
に
目
新

し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
歌
い
ぶ
り
に
お
い
て
は
幾
分
か
注
目
さ

れ
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
野
亭
梅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
綱

　
里
と
ほ
き
野
中
の
庵
に
梅
の
花
さ
け
る
隣
は
あ
る
世
な
り
け
り

　
「
潮
回
釜
と
題
し
て
は
、
寂
し
い
宿
に
梅
の
香
が
漂
い
春
の
喜
び
を
現
わ
し
、

人
待
つ
心
を
現
わ
す
こ
と
が
基
本
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
も
末
期
の
嘉
永
七
年
（
一

八
五
四
年
）
に
出
版
さ
れ
た
『
類
題
鴨
河
五
郎
集
』
（
注
5
）
を
見
て
も
「
と

ふ
人
も
な
き
山
里
の
梅
が
香
に
た
が
袖
ま
ち
て
風
の
吹
く
ら
ん
」
と
「
山
家
梅
」

を
同
じ
心
で
詠
ん
で
い
る
。

　
清
綱
が
学
ん
だ
桂
園
派
の
祖
、
香
川
景
樹
の
『
桂
園
一
枝
拾
遺
』
（
注
6
）

中
の
「
野
亭
梅
」
と
題
す
る
歌
に
は
「
故
郷
の
春
日
の
里
に
狩
に
い
に
て
野
辺

に
ま
つ
さ
く
梅
の
花
見
む
」
と
あ
る
。
景
樹
は
、
　
『
伊
勢
物
語
』
第
一
段
を
念

頭
に
置
き
な
が
ら
、
だ
れ
も
や
っ
て
来
な
い
野
辺
の
家
に
梅
の
花
を
見
に
行
こ

う
と
す
る
心
に
、
恋
の
気
分
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　
清
綱
も
、
一
人
居
の
寂
し
さ
を
そ
の
ま
ま
に
詠
う
の
で
は
な
く
、
隣
の
家
の

庭
に
咲
く
梅
を
見
て
、
人
恋
し
さ
を
詠
う
の
で
あ
る
。
景
樹
の
歌
が
念
頭
に
あ

っ
た
本
歌
取
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
雰
囲
気
に
、
我
が
隣
人
に

重
点
を
移
し
て
幾
分
か
の
新
し
さ
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
花
園
鴬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
綱

　
か
ざ
さ
ん
と
思
ひ
し
花
も
鴬
の
木
伝
ふ
見
れ
ば
を
ら
れ
ざ
り
け
れ

　
こ
の
清
綱
の
歌
に
も
、
幾
分
か
の
工
夫
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
鶯
の

木
伝
う
様
に
枝
折
り
も
で
き
な
い
と
言
う
。
同
じ
く
『
桂
園
一
枝
』
に
「
花
間
鴬
」

と
題
し
て
「
を
し
み
て
も
鳴
く
と
は
す
れ
ど
鴬
の
こ
え
の
ひ
ま
よ
り
散
る
さ
く

ら
か
な
」
と
あ
る
。
鴬
が
木
伝
い
歩
く
の
で
桜
が
は
ら
は
ら
と
散
る
様
を
、
一

声
ま
た
一
声
の
そ
の
間
に
花
び
ら
が
散
る
こ
と
だ
と
繊
細
な
感
覚
の
中
に
詠
み

上
げ
た
歌
で
あ
る
。
そ
う
し
た
心
の
動
き
を
、
清
綱
は
鴬
へ
の
憐
れ
み
と
し
て
、

挿
頭
に
も
で
き
な
い
花
見
の
情
を
、
鴬
へ
の
優
し
さ
と
し
て
詠
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
題
と
し
て
「
花
園
鴬
」
と
「
花
間
鴬
」
と
の
違
い
は
当
然
あ
る
も
の
の
、

花
と
鴬
と
の
関
係
に
お
い
て
、
両
者
の
心
の
働
き
に
は
相
違
を
見
て
取
る
こ
と

が
出
来
る
。
そ
れ
を
清
綱
の
心
の
工
夫
、
心
情
的
に
は
↓
段
の
優
し
さ
の
表
現

と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
こ
う
し
た
一
つ
の
工
夫
は
次
の
歌
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
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海
上
帰
雁
　
　
　
　
　
　
　
　
清
綱

　
漕
ぎ
つ
れ
し
船
と
も
見
え
て
わ
た
つ
み
の
霞
の
浪
を
か
へ
る
雁
が
ね

　
海
を
行
く
雁
の
列
を
、
船
の
連
な
る
姿
と
見
立
て
、
霞
か
浪
か
の
定
ま
ら
ぬ

境
の
な
か
に
消
え
て
い
く
様
を
美
し
く
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
も
『
桂
園
一
枝
拾
遺
』

の
中
の
「
海
上
帰
雁
」
と
題
す
る
「
折
し
も
あ
れ
も
ろ
こ
し
船
に
つ
ら
な
り
て

松
浦
の
沖
を
帰
る
雁
が
ね
」
に
類
似
し
た
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
本
歌
取
り
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
香
樹
の
歌
は
、
遣
唐
使
の
船
で
あ
ろ
う
、

松
浦
の
海
岸
を
立
っ
て
い
く
後
を
追
う
よ
う
に
帰
る
雁
を
、
長
い
一
列
の
線
と

し
て
詠
っ
て
い
る
。
や
や
観
念
の
な
か
に
沈
み
な
が
ら
も
、
船
と
雁
と
が
遠
く

連
な
る
様
を
美
し
い
風
景
と
し
て
詠
い
込
ん
で
い
る
。
清
綱
は
、
船
と
雁
と
の

余
り
に
近
接
し
た
関
係
を
、
雁
に
焦
点
を
絞
り
、
言
外
に
船
の
連
な
る
様
を
残

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
香
樹
の
歌
の
も
つ
美
し
さ
を
、
霞
を
か
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
な
お
一
層
際
立
た
せ
、
聴
音
の
効
果
を
も
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
わ
ず
か
三
首
ば
か
り
を
例
と
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
桂
園
派
の
一
人
と
し

て
の
歌
風
は
良
く
現
わ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
、

先
に
、
清
綱
の
祝
賀
の
歌
に
、
和
歌
に
寄
せ
る
特
別
な
思
い
の
深
さ
を
見
た
。

そ
れ
は
、
香
樹
に
お
い
て
も
同
じ
事
で
あ
っ
て
、
『
桂
園
一
枝
拾
遺
』
に
は
次

の
よ
う
な
歌
が
見
え
る
。
「
寄
道
神
祇
」
と
題
し
て
「
闇
な
ら
で
た
ど
た
ど
し

き
は
目
に
見
え
ぬ
神
を
し
る
べ
の
敷
島
の
道
」
と
あ
る
。
敷
島
の
道
を
神
の
加

護
と
捉
え
る
姿
勢
が
、
殊
に
強
く
現
わ
れ
て
い
る
。
桂
園
派
と
し
て
、
和
歌
の

道
を
重
く
見
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
み
で
な
く
、
明
治
と
い
う
天
皇
が
復
活
し

た
時
代
に
は
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
清
綱
の
心
を
強
く

捉
え
て
い
た
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
　
清
綱
の
和
歌
集

　
清
綱
の
和
歌
集
と
い
う
言
い
方
に
は
二
種
類
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一

つ
は
清
綱
の
詠
ん
だ
歌
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
清
綱
が
他
人

の
歌
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
清
綱
の
詠
ん
だ
歌
を
集
め
た
も
の
に
は
、
門
人
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、
三
編

あ
る
。
三
田
共
に
『
瀧
園
歌
集
』
（
注
7
）
と
題
し
て
お
り
、
初
篇
は
明
治
三

十
年
八
月
の
菊
地
武
則
の
序
文
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
清
綱

は
社
中
の
人
々
と
『
庭
た
つ
み
』
と
題
す
る
集
（
全
↓
五
冊
）
を
出
版
し
た
。

し
か
し
、
「
大
人
の
家
集
」
の
な
い
こ
と
を
憂
え
、
こ
の
集
を
基
に
「
記
憶
に

存
す
る
」
も
の
等
を
加
え
て
、
新
た
に
部
類
し
て
『
瀧
園
歌
集
』
と
名
付
け
て

編
纂
し
た
と
い
う
。
二
篇
に
も
菊
地
武
則
の
序
文
が
あ
り
、
初
篇
ば
か
り
で
は

不
足
で
あ
る
と
の
「
社
友
」
の
提
言
が
あ
っ
た
の
で
、
清
綱
の
手
を
借
り
、
ま

た
「
を
し
へ
子
」
の
記
録
等
を
加
え
て
第
二
篇
と
し
て
編
纂
し
た
と
い
う
。
こ

の
篇
に
は
明
治
三
四
年
八
月
付
け
の
三
浦
千
春
が
記
す
奥
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
清
綱
が
編
纂
に
携
わ
り
、
集
の
体
裁
は
「
四
季
恋
雑
」
に
わ
け
、

殊
に
「
俳
譜
の
部
」
を
立
て
た
の
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
倣
っ
た
だ
け
で
な
く
、
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近
ご
ろ
の
歌
が
「
風
致
と
い
ふ
こ
と
を
忘
れ
、
ひ
と
へ
に
新
ら
し
き
を
も
と
め
、

調
に
か
か
は
ら
ず
」
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
「
正
雅
と
鄙
俗
と
の
け
じ
め
」
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
更
に
、
そ
の
歌
風
は
「
大
和
魂
の
雄
々
し
く
、

す
が
す
が
し
」
い
と
の
評
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
篇
に
は
明
治
三
十
五
年
八
月

出
版
の
奥
付
が
付
い
て
い
る
。

　
三
編
は
、
福
崎
季
連
が
編
纂
し
た
旨
の
序
文
が
あ
り
、
金
丸
俊
胤
が
補
足
し

て
大
正
四
年
四
月
に
上
梓
し
た
と
の
序
文
が
あ
る
。
出
版
は
大
正
四
年
五
月
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
形
態
は
二
篇
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
全
三
編
の
部
立
と
歌

数
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

三二初篇本篇

春
　
夏
　
秋
　
冬

一
四
三
　
「
〇
三
　
＝
一
五
　
　
六
一

八
五
　
　
六
九
　
　
九
五
　
　
五
五

六
五
　
　
五
七
　
　
七
五
　
　
四
六

一一一六九九
　　　藻
七一

＿＿
@ 哀

δ死　傷

互至言
吾吾売蛮

六〇七草七二三
俳
譜

五
…

三
一
二

　
こ
の
一
覧
か
ら
も
、
先
に
問
題
と
し
た
恋
の
部
の
条
数
の
少
な
さ
が
目
に
付
く
。

初
篇
の
恋
の
部
の
題
を
見
て
み
る
と
、
春
恋
、
夏
恋
、
秋
思
、
悲
恋
、
初
夢
恋
、

夢
中
逢
恋
、
絶
後
逢
恋
、
馴
不
肖
恋
、
寄
木
恋
、
寄
魚
恋
、
寄
寸
土
、
寄
駒
恋
、

運
筆
恋
、
寄
算
恋
、
厚
層
恋
、
寄
弓
恋
、
寄
水
量
、
寄
雨
恋
、
寄
天
象
恋
の
十

九
題
で
あ
る
。
四
季
の
恋
四
首
と
寄
物
歌
十
一
首
と
時
間
軸
に
沿
っ
て
展
開
す

る
典
型
的
な
恋
四
首
の
三
種
類
で
あ
り
、
平
凡
な
発
想
か
ら
詠
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
。
た
と
へ
ば
、
第
一
首
め
の
「
春
恋
」
は
「
春
の
野
の
小
松
が
く
れ
の
早

蕨
の
も
ゆ
と
も
人
の
し
ら
ぬ
我
恋
」
で
あ
り
、
小
松
の
下
の
早
蕨
の
芽
吹
き
に

初
恋
の
心
を
託
し
た
も
の
で
、
寄
物
歌
風
な
平
板
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
二
篇
、
三
編
に
お
い
て
は
、
や
や
事
情
は
異
な
っ
て
い
る
。
二
篇

で
は
、
待
恋
に
始
ま
り
華
人
絶
塵
に
終
わ
る
十
首
と
寄
物
歌
が
九
首
で
あ
り
、

三
編
で
は
、
連
夜
減
塩
か
ら
見
書
写
恋
ま
で
の
十
二
首
と
寄
物
歌
四
首
で
あ
る
。

寄
物
歌
が
多
い
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
時
間
軸
に
沿
っ
た
恋
の
歌
に
は
、
素
直

に
恋
の
気
分
を
現
わ
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
三
編
の
「
連
夜
待
恋
」

で
は
「
片
わ
れ
の
月
の
ま
ど
か
に
な
る
ま
で
も
夜
ご
と
な
が
め
て
君
を
こ
そ
ま
て
」

と
あ
る
。
片
割
れ
月
が
満
月
に
な
る
ま
で
も
、
眺
め
続
け
て
君
を
待
と
う
と
い

う
の
で
あ
り
、
そ
の
真
心
は
良
く
伝
わ
っ
て
く
る
歌
で
あ
る
。

　
『
瀧
園
歌
集
』
に
お
い
て
、
次
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
二
心
の
序
文
に
記

さ
れ
て
い
る
、
『
古
今
和
歌
集
』
に
基
本
の
形
を
採
っ
て
編
集
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
桂
園
派
と
し
て
は
、
当
然
の
事
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
古

今
集
は
く
だ
ら
ぬ
集
に
有
之
候
」
と
、
正
岡
子
規
が
『
再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』

（
注
8
）
で
非
難
の
声
を
挙
げ
た
の
は
、
二
心
が
出
版
さ
れ
る
よ
り
も
四
年
前

の
明
治
三
十
一
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
子
規
の
叫
び
は
、
同
じ
文
の
続

き
で
「
香
川
景
樹
は
古
今
貫
之
崇
拝
に
て
見
識
の
低
き
こ
と
は
今
更
申
す
迄
も

無
之
候
。
俗
な
歌
の
多
き
事
も
無
論
に
候
。
併
し
景
樹
は
善
き
歌
も
有
之
候
。
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自
己
が
崇
拝
す
る
貫
之
よ
り
も
善
き
歌
多
く
候
。
」
と
の
言
い
分
に
関
係
し
て

い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
子
規
は
や
み
く
も
に
『
古
今
和
歌
集
』
を
す
べ
て

非
難
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
偏
固
な
理
論
的
な
詠
い
振
り
に

注
文
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
『
古
今
和
歌
集
』
風
の
詠
い
か
た
を

し
て
も
、
景
樹
に
は
良
い
歌
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
（
注
9
）
。
清
綱
が
、

こ
の
子
規
の
叫
び
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
か
は
、
明
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、

景
樹
を
範
と
し
な
が
ら
『
古
今
和
歌
集
』
に
拠
っ
て
い
た
清
綱
に
は
、
却
っ
て

一
種
の
確
信
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

同
じ
く
序
文
に
言
う
「
俳
譜
の
部
」
を
設
け
た
こ
と
の
意
志
の
表
明
に
良
く
現

れ
て
い
る
。
「
俳
誌
の
部
」
は
「
風
雅
と
鄙
俗
の
け
じ
め
」
を
つ
け
る
こ
と
で

あ
っ
た
と
い
う
。

　
二
型
の
「
俳
誌
の
部
」
の
第
一
首
め
は
「
を
り
に
ふ
れ
事
に
つ
け
た
る
」
と
．

し
て
「
門
松
の
う
へ
に
た
つ
が
ね
聞
ゆ
な
り
こ
や
こ
と
ほ
ぎ
の
は
じ
め
な
る
ら
ん
」

と
あ
る
。
「
正
月
祝
」
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
俳
譜
」
と

し
た
の
は
、
上
の
句
の
門
松
と
鶴
と
の
取
り
合
わ
せ
の
拙
さ
と
、
下
の
句
の
や

や
ロ
語
体
と
な
っ
た
調
子
の
崩
れ
に
因
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
調
べ
」
と
は
、
形

式
と
意
味
と
の
調
和
で
あ
る
と
す
る
景
樹
の
主
張
は
、
清
綱
に
お
い
て
は
確
か

に
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
和
歌
が
新
し
い
時
代
に
生
き
る
た
め

の
「
け
じ
め
」
だ
け
は
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
け
じ
め
」
は
、
『
歴

代
歌
撰
』
の
恋
に
対
す
る
考
え
の
中
に
も
、
明
確
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
『
歴
代
歌
撰
』
は
清
綱
が
自
ら
編
纂
し
た
私
撰
集
で
、
明
治
三
十
七
年
に
出

版
さ
れ
て
い
る
（
注
1
0
）
。
そ
の
意
図
は
「
緒
言
」
に
明
ら
か
で
あ
る
。
「
お

の
れ
日
頃
ふ
る
き
歌
ふ
み
ど
も
見
も
て
ゆ
く
ま
ま
に
万
葉
集
は
い
ふ
も
更
な
り

古
今
集
以
下
二
十
一
代
集
及
び
新
葉
集
の
う
ち
よ
り
心
に
適
へ
る
歌
ど
も
一
ひ

ら
二
ひ
ら
か
き
と
め
お
き
つ
る
が
つ
も
り
つ
も
り
て
若
干
の
数
に
な
り
に
た
れ

ば
そ
を
ひ
と
つ
に
か
い
つ
ら
ね
仮
に
歴
代
歌
唱
と
名
づ
け
て
い
に
し
へ
の
影
見

る
鏡
草
と
は
な
し
ぬ
な
り
」
と
あ
り
、
万
葉
集
及
び
古
今
集
以
下
二
十
一
代
集

と
新
葉
集
よ
り
清
綱
が
「
心
に
適
へ
る
」
と
考
え
た
歌
を
類
集
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
基
本
的
な
方
法
は
、
勅
撰
和
歌
集
と
部
立
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
。

　
四
季
の
部
は
、
春
百
八
十
四
首
、
夏
百
九
首
、
秋
二
百
三
十
七
首
、
冬
百
十

八
首
、
と
な
っ
て
い
る
。
春
と
秋
は
、
夏
と
冬
の
部
の
ほ
ぼ
二
倍
の
数
が
あ
り
、

春
と
秋
は
、
夏
と
冬
に
対
し
て
重
視
さ
れ
て
お
り
、
な
お
そ
の
中
で
秋
が
重
ん

ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は
勅
撰
和
歌
集
が
採
っ
て
い
る
方
法
と
同
じ
で
あ
る
。

　
恋
の
部
は
百
五
十
七
首
あ
る
。
四
季
の
部
の
六
百
四
十
八
首
と
比
較
し
て
著

し
く
数
は
少
な
く
、
こ
れ
は
勅
撰
和
歌
集
が
、
四
季
の
歌
と
恋
の
歌
と
を
ほ
ぼ

同
数
採
っ
た
こ
と
と
は
大
い
に
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
恋
の
歌
の
少
な

さ
は
、
先
に
見
た
『
東
京
大
家
十
四
家
集
』
で
も
同
じ
で
あ
り
、
何
よ
り
も
『
瀧

園
歌
集
』
が
採
っ
た
方
法
と
も
同
じ
な
の
で
あ
る
。
御
歌
所
派
の
一
つ
の
特
徴

と
言
っ
て
良
い
も
の
で
あ
る
。

　
離
別
の
歌
は
二
十
六
首
、
哀
傷
の
歌
は
三
十
五
首
、
祝
賀
の
歌
は
三
十
五
首
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あ
り
、
こ
れ
に
大
嘗
会
の
歌
と
し
て
七
首
が
併
置
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
精
旅

の
歌
は
五
十
↓
首
、
雑
歌
は
百
五
十
七
首
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
数
の
比
率
は

凡
そ
勅
撰
和
歌
集
的
と
い
っ
て
よ
い
。

　
万
葉
集
に
始
ま
る
集
別
の
母
数
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

簸擦饗蕩騎恋冬秋夏春
四二二　　　 五一二　 三万
六二三八五七六六九一
五　一　一四二六一五古八八一七〇四三四八六
　　　　　二ニ　 一　 …後
七二二三一二七五六八
　　　　　一一ニ一二拾四一六二五五一〇七三
　　　　　　　　　　そ麦＝四五二〇九七≡八五拾

　　　　　　　一　　　　　
目町

ニー一一〇六六二三九
　　　　　　　ニ　 一千
九一二ニー八六一九〇
　　　　　　　　　　新＝六二三一島西九九九古
蕪茜繭委歪埜里謡
八五＿六二四芸署圭死者
一　　　　　 一一至亜蓋蓋柔套穴毛究会爵

（
右
表
の
横
に
は
部
立
名
、
縦
に
は
集
名
を
、
集
名
は
略
記
し
た
）

こ
の
一
覧
か
ら
は
、
凡
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

序
文
に
言
う
、
選
集
の
対
象
と
し
た
集
は
、
万
葉
集
以
下
、
新
葉
集
に
至
る

ま
で
の
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
は
あ
る
も
の
の
、
清
綱
が
採
用
し
た
集
は
、

極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
は
『
古
今
和
歌
集
』
が
一
番
で

二
百
九
十
九
首
あ
り
、
次
が
『
万
葉
集
』
で
二
百
二
十
三
首
、
後
は
『
古
今
和

歌
集
』
に
続
く
八
代
集
が
殆
ど
で
あ
り
、
『
新
勅
撰
集
』
以
下
十
四
集
は
そ
れ

ぞ
れ
数
首
ず
つ
に
過
ぎ
な
い
と
い
・
2
口
…
（
表
の
其
他
の
項
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
）

に
良
く
現
れ
て
い
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
数
が
一
番
多
い
こ
と
は
、
桂
園

派
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
『
古
今
和
歌
集
』
に
ほ
ぼ
同
じ

数
の
歌
が
『
万
葉
集
』
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
子
規
に
始
ま

る
万
葉
調
を
重
ん
ず
る
運
動
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
両
集
を
バ
ラ
ン
ス

よ
く
取
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
偏
り
の
な
い
も
の
と
な
り
、

明
治
三
十
年
代
と
い
う
時
代
の
動
き
を
良
く
見
極
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
序
文
に
特
に
記
さ
れ
た
『
新
葉
和
歌
集
』
は
、

僅
か
に
五
首
（
春
二
首
、
秋
に
三
首
）
し
か
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
は
、

『
新
葉
和
歌
集
』
が
、
宗
良
親
王
撰
に
よ
る
南
朝
方
の
（
準
）
勅
撰
和
歌
集
で

あ
る
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
『
明
治

現
存
三
十
六
歌
撰
』
で
見
た
と
同
じ
く
、
皇
統
を
南
朝
に
求
め
る
皇
国
意
識
の

現
れ
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
二
十
一
の
勅
撰
和
歌
集
に

通
じ
て
い
る
こ
と
が
、
日
本
の
歌
学
者
と
し
て
必
須
の
条
件
で
あ
る
こ
と
を
示

す
問
題
に
も
連
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
選
歌
対
象
と
な
っ
た
集
と
歌
数
の
問
題
か
ら
、
次
に
は
内
容
に
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関
わ
っ
て
見
て
み
よ
う
。

　
恋
の
部
の
初
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
長
い
識
語
が
あ
る
。

　
編
者
ひ
そ
か
に
お
も
へ
ら
く
。
断
物
は
み
な
其
根
源
と
枝
葉
と
を
識
別
せ
ざ

る
べ
か
ら
ず
。
そ
れ
我
国
歌
は
諾
冊
二
神
の
唱
和
及
須
佐
男
君
の
出
雲
八
重
垣

の
神
詠
よ
り
起
れ
り
。
其
み
う
た
は
愛
野
の
情
の
充
溢
せ
る
虻
田
の
御
陰
也
。

さ
れ
ば
、
原
素
は
、
恋
歌
に
在
て
、
花
鳥
の
鉱
物
に
あ
ら
ず
。
即
、
万
葉
集
相

聞
恋
歌
の
事
の
部
に
は
、
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
朋
友
相
互
の
愛
恋
贈
答
歌
の
み

な
ら
ず
、
別
離
、
哀
傷
の
歌
迄
も
乙
部
に
ま
じ
へ
載
た
り
。
是
人
情
の
至
誠
を

述
た
る
歌
な
れ
ば
也
。
か
く
の
如
き
貴
重
の
謂
れ
あ
る
恋
歌
の
元
理
を
し
ら
ず

し
て
、
後
世
、
徒
に
男
女
間
の
浮
き
た
る
事
の
ご
と
く
心
得
述
べ
る
輩
多
く
、

既
に
今
よ
り
百
年
前
の
む
か
し
、
京
都
の
片
ほ
と
り
、
伏
見
の
さ
と
に
偏
固
な

る
某
と
い
ふ
古
学
者
あ
り
て
、
妄
り
に
恋
歌
排
斥
論
を
鳴
し
よ
り
、
後
の
学
者

其
僻
説
を
妄
信
し
、
終
に
歌
は
花
鳥
風
月
に
止
め
て
、
恋
歌
は
よ
む
べ
か
ら
ず

と
い
ふ
に
至
る
。
愚
も
亦
甚
だ
し
と
い
ふ
べ
し
。
た
と
へ
ば
、
画
家
に
お
け
る

絵
画
其
も
の
の
本
体
な
る
人
物
肖
像
を
捨
て
、
山
水
草
木
の
み
を
描
け
と
い
ふ

に
異
な
ら
ず
。
画
家
に
は
、
幸
に
か
く
の
如
き
愚
説
を
い
ふ
者
な
き
に
、
ひ
と

り
歌
学
二
二
に
、
こ
の
愚
説
を
唱
ふ
る
も
の
あ
る
は
、
斯
道
に
お
け
る
汚
点
と

や
い
は
ん
。
慨
は
し
き
限
り
に
こ
そ
。
因
て
、
今
万
葉
集
以
下
歴
代
の
歌
集
中
、

人
情
の
切
実
な
る
恋
歌
を
抄
出
し
て
、
以
て
大
和
歌
の
本
領
は
君
臣
父
子
夫
婦

兄
弟
朋
友
間
の
愛
情
を
い
ふ
に
あ
り
と
い
ふ
事
を
証
明
す
。

　
和
歌
の
発
生
を
諾
否
二
神
の
唱
和
及
び
須
佐
男
命
に
求
め
て
、
こ
れ
を
「
神
詠
」

と
捉
え
る
の
は
、
是
も
『
古
今
和
歌
集
』
以
来
の
伝
統
的
な
系
譜
の
中
に
い
る

こ
と
の
証
明
で
あ
る
。
そ
の
源
を
「
避
寒
の
情
の
充
溢
」
と
見
る
と
こ
ろ
に
、

清
綱
の
和
歌
に
対
す
る
考
え
が
良
く
現
れ
て
い
る
。
和
歌
で
は
「
恋
」
の
歌
に

そ
の
情
が
最
も
良
く
表
現
さ
れ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
広
く
「
君
臣
父
子
夫
婦
兄

弟
朋
友
」
間
の
愛
情
に
求
め
て
い
る
。
恋
の
歌
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
恋
の

情
は
、
「
人
情
の
至
誠
」
に
基
づ
く
愛
の
情
と
し
て
定
義
し
直
さ
れ
、
儒
教
に

い
、
つ
身
分
に
よ
る
上
下
関
係
の
絆
の
内
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

恋
の
情
に
は
倫
理
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
実
直
誠
実
な
人
生
態
度
が

想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

　
こ
う
し
た
具
体
相
が
『
万
葉
集
』
に
あ
る
と
い
う
と
き
、
『
万
葉
集
』
の
「
相

聞
」
の
持
つ
未
分
化
状
態
は
、
却
っ
て
正
当
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る

事
が
分
か
っ
て
く
る
。
即
ち
、
『
万
葉
集
』
の
相
聞
の
歌
に
は
、
恋
の
歌
ば
か

り
で
な
く
、
別
離
、
哀
傷
ま
で
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
愛

の
歌
で
あ
る
と
言
う
の
は
、
未
分
を
未
分
と
認
め
な
い
論
理
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』

の
相
聞
歌
の
持
つ
未
分
な
状
態
は
『
古
今
和
歌
集
』
以
降
に
お
い
て
は
、
明
ら

か
に
整
理
さ
れ
、
別
離
、
哀
傷
な
ど
は
一
つ
の
確
立
し
た
部
と
な
っ
て
い
る
。

実
際
、
『
歴
代
歌
津
』
で
も
、
別
離
、
哀
傷
の
部
を
立
て
て
い
る
。
こ
う
し
た

単
純
な
矛
盾
の
原
因
は
、
　
つ
に
は
、
先
に
『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
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と
か
ら
ほ
ぼ
同
数
の
歌
を
選
ん
だ
問
題
に
も
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
時
代
の
流
れ

の
中
に
自
ら
の
位
置
を
決
め
よ
う
と
し
た
こ
と
の
矛
盾
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
矛
盾
を
『
万
葉
集
』
の
持
つ
「
人
情
の
至
誠
」
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
時
、

未
分
混
沌
の
中
に
却
っ
て
「
人
情
の
切
実
」
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
問
題
は
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
清
綱
が
四
季
歌
に
比
べ
て
恋
の
歌
を

少
な
く
選
集
し
、
幾
分
か
恋
の
歌
を
不
得
手
と
し
て
い
た
資
質
に
も
関
わ
っ
て

い
よ
う
。
そ
れ
が
ま
た
、
正
当
性
を
持
っ
て
御
歌
所
派
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い

た
と
こ
ろ
に
、
複
雑
な
時
代
の
有
り
様
が
み
え
る
の
で
あ
る
。
明
治
三
十
年
代

と
い
う
時
代
の
和
歌
界
に
は
、
子
規
の
叫
び
だ
け
で
は
な
く
、
他
に
も
新
た
な

動
き
が
当
然
現
れ
て
き
て
い
た
。
与
謝
野
晶
子
の
『
乱
れ
髪
』
（
明
治
三
十
四

年
出
版
）
な
ど
は
、
清
綱
に
言
わ
せ
る
な
ら
ば
、
余
り
に
淫
ら
な
世
界
で
あ
り
、

「
徒
に
男
女
間
の
浮
き
た
る
事
」
と
し
て
、
非
難
さ
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
「
け
じ
め
」
を
見
せ
る
こ
と
が
、
確
と
し
た
生
き
方
を
見
せ
る
「
ま

す
ら
を
」
と
し
て
必
要
な
事
で
あ
っ
た
と
、
二
編
の
序
文
は
言
う
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
考
慮
に
入
れ
て
み
る
と
、
『
歴
代
歌
撰
』
で
採
ら
れ
た
恋

の
部
の
特
殊
な
編
纂
の
さ
れ
か
た
が
理
解
さ
れ
て
く
る
。

　
『
万
葉
集
』
五
十
七
首
を
、
仁
徳
天
皇
の
皇
后
が
天
皇
を
思
う
歌
に
始
め
て
、

読
人
不
知
の
歌
ま
で
を
、
愛
の
相
手
に
よ
る
身
分
と
愛
の
有
り
方
の
違
い
別
に

選
ん
で
い
る
。
次
に
は
『
古
今
和
歌
集
』
四
十
四
首
を
待
つ
恋
の
歌
に
始
ま
る

総
論
で
示
し
、
続
い
て
『
拾
遺
集
』
十
五
首
で
は
、
現
れ
る
恋
の
歌
を
採
り
、

以
下
勅
撰
集
の
順
を
幾
分
変
え
て
恋
の
主
題
の
変
化
を
辿
り
、
『
新
古
今
和
歌
集
隔

十
七
首
で
再
び
、
恋
の
総
論
的
な
形
で
語
り
、
そ
れ
に
続
い
て
『
続
後
拾
遺
集
』

の
二
首
で
、
つ
れ
な
き
人
を
恨
む
主
題
を
示
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
『
万
葉
集
』
に
あ
っ
て
は
、
身
分
の
上
下
に
従
っ
て
愛
の
種
類
と

言
う
べ
き
も
の
を
、
夫
婦
愛
、
友
愛
、
純
愛
な
ど
に
分
類
配
列
し
、
『
古
今
和

歌
集
』
以
下
に
あ
っ
て
は
、
集
書
に
恋
の
時
間
軸
に
沿
っ
て
配
列
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
身
分
の
上
下
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
愛
が
あ
り
、
そ
れ

は
時
代
が
下
る
に
連
れ
て
、
待
つ
思
い
の
深
く
成
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
一
貫
す
る
も
の
が
「
人
情
の
至
誠
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
「
人
情
の
至
誠
」
の
理
念
だ
け
で
『
万
葉
集
』
を
特
別
な
形
で
採

り
上
げ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い
。
ま
し
て
、
明
治
三
十
年
代
と

い
う
時
代
相
を
持
ち
出
し
て
も
十
分
な
解
答
は
期
待
で
き
．
な
い
。

　
清
綱
は
こ
こ
に
簡
単
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
一
つ
の
解
答
を
用
意
し
て
い
る
。

そ
れ
は
黒
田
清
輝
が
始
め
た
絵
画
の
同
人
誌
『
光
風
』
の
清
綱
の
言
で
あ
る
。

明
治
三
十
八
年
五
月
の
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
或
人
の
質
問
に
答
ふ
る
の
書
」

と
題
す
る
清
綱
の
論
は
、
古
今
集
の
序
文
で
人
麻
呂
赤
人
を
歌
聖
と
言
う
こ
と

の
「
正
確
な
る
歌
」
を
知
ろ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
万
葉
集
を
研
究
す
る
の
必

要
あ
り
と
始
ま
っ
て
い
る
。
若
し
、
こ
の
時
古
今
集
で
「
事
足
れ
り
」
と
す
る

な
ら
ば
、
孔
子
を
知
ろ
う
と
す
る
者
が
論
語
を
捨
て
て
中
庸
孟
子
に
拠
る
事
と

同
じ
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
「
物
は
皆
其
淵
源
を
た
つ
ね
ず
に
下
流
を
の
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み
汲
居
て
は
生
涯
浮
ぶ
瀬
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
本
源
を
極
め
る
こ
と
を
薦
め

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
亦
、
桂
園
派
だ
か
ら
と
言
っ
て
古
今
集
に
拠
る
こ
と
が

第
　
で
は
な
く
、
「
お
の
が
愚
昧
の
見
解
」
を
下
す
こ
と
に
基
づ
く
「
お
の
れ
」

の
明
確
な
自
覚
に
発
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
言
う
。

　
こ
う
し
た
論
理
は
、
桂
園
派
、
御
歌
所
派
、
古
今
霜
風
な
ど
と
い
う
レ
ッ
テ

ル
は
「
お
の
れ
」
の
前
に
確
か
に
小
さ
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
人

情
の
至
誠
」
と
い
う
意
味
は
こ
こ
に
再
び
蘇
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
人
間

の
根
源
的
な
存
在
理
由
を
説
明
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
根
源
的
な
も

の
を
更
に
解
明
し
て
い
く
こ
と
は
、
清
綱
の
問
題
意
識
を
超
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
た
め
に
『
歴
代
歌
撰
』
の
四
季
の
部
は
、
再
び
勅
撰
和
歌
集
と
同
じ
形
を

採
っ
て
く
る
。

　
『
歴
代
歌
撰
』
の
春
の
部
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
主
題
は
、
立
春
、
霞
、
子
日
、

若
菜
、
鶯
、
春
雪
、
梅
、
柳
、
早
蕨
、
若
草
、
春
雨
、
春
風
、
春
の
歌
、
春
月
、

呼
子
鳥
、
錐
、
帰
雁
、
桜
、
桃
花
、
梨
花
、
董
、
杜
若
、
山
吹
、
蛙
、
藤
花
、

春
の
暮
の
歌
で
あ
り
、
新
暦
に
対
応
し
た
分
類
と
は
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、

構
成
の
方
法
に
お
い
て
は
新
味
は
み
ら
れ
な
い
。
第
一
首
め
の
立
春
に
は
「
春

た
っ
と
い
ふ
ば
か
り
に
や
み
吉
野
の
山
も
霞
て
今
朝
は
見
ゆ
ら
ん
」
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
穏
健
な
歌
を
多
く
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
傾
向
は
、
『
歴
代
歌
撰
』
よ
り
も
後
に
編
纂
さ
れ
た
『
瀧
園
歌
集
』
の

＝一

ﾒ
に
も
良
く
現
れ
て
い
る
。
『
東
京
大
家
十
四
家
集
』
に
お
い
て
見
た
清
綱

の
四
季
歌
に
は
、
香
川
景
樹
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
抜
け
出

し
て
、
対
象
を
素
直
に
見
詰
め
、
幾
分
か
伸
び
伸
び
と
し
た
姿
さ
へ
も
見
せ
て

い
る
。

　
『
瀧
園
歌
集
』
の
三
編
の
春
歌
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
「
都
春
月
」
と
題
す
る
二
首

　
　
み
や
こ
人
桜
が
り
し
て
帰
り
く
る
大
路
に
匂
う
春
の
夜
の
月

　
　
春
の
夜
の
そ
ぞ
ろ
あ
り
き
は
面
白
し
み
や
こ
の
大
路
月
も
霞
み
て

　
都
大
路
の
都
人
は
、
い
か
に
も
穏
や
か
で
あ
り
、
匂
い
や
か
で
あ
る
。
春
の

月
は
朧
の
中
に
物
皆
す
べ
て
を
美
し
く
見
せ
る
の
で
あ
る
。
天
平
の
面
影
さ
え

も
漂
っ
て
く
る
も
の
が
あ
る
。

　
「
花
下
美
人
ゆ
く
」
と
題
し
て
は
、
次
の
歌
が
あ
る
。

　
　
さ
く
ら
ち
る
下
ゆ
く
を
と
め
か
へ
り
見
よ
花
も
さ
か
り
と
い
ふ
は
一
時

　
「
幕
下
美
人
ゆ
く
」
の
題
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
既
に
一
種
の
新
し
さ

を
背
負
っ
た
風
が
あ
る
。
そ
れ
を
、
乙
女
の
姿
に
映
し
な
が
ら
、
短
い
命
の
美

し
い
桜
に
重
ね
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
老
い
ゆ
く
者
の
惜
別
の
情
が
素
直
に
現

れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
感
情
も
ま
た
、
清
綱
の
い

う
「
人
情
の
至
誠
」
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
清
綱
は
四
季
の
歌

の
中
に
愛
の
情
を
込
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
　
『
新
古
今
和
歌
集
』

に
お
い
て
完
成
を
見
る
方
法
、
四
季
歌
は
恋
の
意
を
含
み
、
恋
歌
は
四
季
の
心

を
含
む
と
い
う
こ
と
の
新
し
い
再
現
に
な
る
。
清
綱
は
、
「
お
の
れ
」
を
見
つ
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め
つ
・
新
し
く
も
ま
た
、
伝
統
の
中
に
身
を
潜
め
て
居
た
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

　
黒
田
清
綱
の
和
歌
に
つ
い
て
、
他
か
ら
評
価
さ
れ
た
歌
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
明

治
現
存
三
十
六
歌
聖
　
完
』
と
『
東
京
大
家
十
四
家
集
　
全
』
を
、
清
綱
の
歌

を
集
め
た
も
の
と
し
て
『
瀧
園
歌
集
』
初
編
、
二
編
、
三
編
を
、
清
綱
が
編
纂

し
た
私
撰
集
『
歴
代
歌
撰
』
の
計
六
つ
の
集
を
、
あ
ら
あ
ら
検
討
し
て
み
た
。

　
明
治
十
年
代
か
ら
大
正
中
期
ま
で
の
軌
跡
は
、
香
川
景
樹
の
影
響
を
順
次
抜

け
出
し
て
、
対
象
を
静
か
に
捉
え
る
歌
へ
の
変
化
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
た
。

そ
れ
を
新
し
さ
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
基
本
的
に
は
、
勅
撰
和
歌
集
の
方
法
と

意
味
を
身
に
付
け
た
上
で
の
も
の
で
あ
り
、
革
新
的
と
言
え
る
も
の
で
な
か
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
詠
歌
す
る
姿
を
、
時
代
の
動
き
の
中

に
置
い
て
み
る
な
ら
ば
、
時
代
に
決
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

む
し
ろ
矛
盾
を
承
知
し
な
が
ら
も
時
代
の
主
張
を
取
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
形

跡
が
窺
え
る
。
そ
の
結
果
、
『
古
今
和
歌
集
』
を
基
底
に
置
き
な
が
ら
、
『
万

葉
集
』
を
も
尊
重
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
両
者
の
間
を
「
人
情
の
至
誠
」
と

い
う
視
点
か
ら
結
ぼ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
人
情
の
至
誠
」
の
心
は
、
「
君

臣
父
子
夫
婦
兄
弟
朋
友
」
の
間
を
結
び
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
「
人
情
の
切
実
」

さ
に
お
い
て
、
愛
の
歌
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
そ
れ

は
明
治
の
国
家
が
人
々
に
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
清
綱
の
和
歌
は

天
皇
を
頂
点
と
す
る
国
家
に
正
当
な
位
置
を
獲
得
出
来
た
と
評
価
す
る
に
は
、

未
だ
早
計
で
あ
る
。
し
か
し
、
誠
心
素
朴
な
眼
が
捉
え
た
対
象
は
、
意
外
に
強

靭
な
精
神
に
支
え
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
と
は
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
つ
の
矛
盾
を
新
し
い
精
神
の
中
に
包
み
込
ん
で
生
き
伸
び
て
い
く
姿
勢
こ
そ
、

明
治
と
い
う
時
代
が
必
要
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
清
綱
の
詠
史

歌
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
お
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

し
た
作
業
の
結
果
か
ら
、
清
綱
と
清
輝
と
の
関
係
、
和
歌
の
伝
統
に
関
わ
っ
た

清
輝
の
絵
画
に
つ
い
て
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
浮
か
び
上
っ
て

く
る
。
『
歴
代
歌
撰
』
に
お
い
て
、
絵
画
の
有
り
方
を
言
う
清
綱
の
姿
勢
は
、

こ
う
し
た
問
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
次
の
稿
に
譲
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

注1
　
与
謝
野
晶
子
は
御
歌
所
派
な
ど
を
旧
派
と
呼
ん
で
「
明
治
の
旧
派
の
や

　
う
に
独
創
の
無
い
、
進
歩
の
な
い
、
平
凡
陳
腐
な
、
回
顧
的
、
常
識
的
、

　
概
念
的
、
類
型
的
、
非
情
熱
的
な
題
材
に
の
み
停
滞
し
て
い
る
も
の
」
と
、

　
厳
し
い
批
判
を
く
だ
し
て
い
る
。
『
晶
子
歌
話
』
（
天
佑
社
、
大
正
八
年
刊
）

　
十
頁
。

2
　
白
楊
社
、
昭
和
三
十
年
刊
、
一
八
二
頁
。

3
　
『
現
代
短
歌
大
系
第
1
巻
』
（
河
出
書
房
、
昭
和
二
十
七
年
刊
）
収
載
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の
歌
人
小
伝
の
項
、
四
三
二
頁
。

4
　
右
記
『
現
代
短
歌
大
系
第
1
巻
』
収
載
の
も
の
を
参
考
に
し
て
、
立

　
命
館
大
学
図
書
館
蔵
白
楊
荘
文
庫
本
に
拠
る
。
次
に
取
り
上
げ
る
『
東
京

　
大
家
十
四
家
集
全
』
も
同
じ
。

5
　
架
蔵
本
に
拠
る
。
初
編
か
ら
第
五
部
ま
で
あ
る
『
類
題
鴨
河
集
』
は
、

　
広
く
各
階
層
の
歌
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
江
戸
時
代
末
期
の
和
歌
の
特

　
色
を
見
る
に
は
格
好
の
も
の
と
言
え
る
。

6
　
『
校
註
国
歌
大
系
　
第
十
八
巻
　
近
代
諸
家
集
四
』
（
国
民
図
書
株
式

　
会
社
、
昭
和
四
年
刊
）
所
収
本
に
拠
る
。

7
　
初
編
、
二
編
は
立
命
館
大
学
図
書
館
蔵
白
楊
荘
文
庫
本
に
拠
り
、
三
編

　
は
国
立
国
会
図
書
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
拠
る
。

8
　
『
短
歌
の
革
新
』
（
創
元
社
、
昭
和
二
十
四
年
刊
）
所
収
本
、
四
二
頁
。

9
　
子
規
の
景
樹
に
対
す
る
評
価
は
変
転
が
甚
し
く
、
そ
の
一
定
し
な
い
状

　
態
を
、
松
井
利
彦
氏
は
「
景
樹
的
歌
論
を
下
敷
と
し
た
子
規
が
存
在
し
、

　
そ
の
存
在
を
子
規
的
に
否
定
し
展
開
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
子
規
短
歌
の
世

　
界
が
あ
っ
た
」
と
苦
渋
に
満
ち
た
説
明
を
し
て
い
る
。

　
（
『
正
岡
子
規
の
研
究
』
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
一
年
刊
、
一
二
三
頁
）

10
@
立
命
館
大
学
図
書
館
蔵
西
園
寺
文
庫
本
に
拠
る
。


