
能
因
に
お
け
る
貫
之
の
影
響

―
伝
統
と
変
奏
―

厳オ
ム　

教キ
ョ
フ
ム欽

は
じ
め
に

　

本
発
表
で
取
り
上
げ
る
能
因
法
師
に
つ
い
て
、
辞
書
類
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

〔
平
安
時
代
中
期
歌
人
〕
橘
。
俗
名
は
永
愷
。
…
永
延
二 988 

年
〜
没
年
未
詳
。
享
年
六
四
か
。
永
承
七 1052 

年
ま
で
の
生
存

は
確
か
め
ら
れ
る
（
高
重
説
）。
…
出
家
以
前
の
能
因
は
文
章
生
で
肥
後
進
士
と
号
し
た
。
二
六
歳
、
長
和
二 1013 

年
頃
出
家
し

た
ら
し
い
。
出
家
後
は
摂
津
難
波
や
児
屋
池
畔
に
住
ん
だ
が
、
奥
州
は
じ
め
伊
予
・
美
作
な
ど
諸
国
に
下
向
、
旅
の
歌
を
多
く
残

し
、「
数
奇
」
の
歌
人
と
し
て
、
後
の
西
行
、
芭
蕉
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
…
藤
原
長
能
は
歌
の
師
と
し
て
、
ま
た
藤
原

資
業
・
公
任
・
保
昌
・
兼
房
、
源
道
済
・
為
善
、
大
江
正
言
・
嘉
言
・
公
資
ら
と
の
親
交
は
家
集
に
み
え
、
…
和
歌
六
人
党
や
相

模
と
の
交
流
も
あ
っ
た
。
歌
人
必
携
と
も
い
う
べ
き
書
『
能
因
歌
枕
』
を
著
し
た
。
…
晩
年
、
和
歌
中
興
の
意
図
を
も
っ
て
『
玄
々

集
』
を
撰
じ
、
そ
れ
と
関
連
し
た
作
業
と
し
て
、
生
涯
の
歌
作
を
整
理
し
自
撰
家
集
を
編
ん
だ
。『
後
拾
遺
集
』
以
下
の
勅
撰
集
に

六
五
首
入
集
。①

　
「
出
家
後
は
摂
津
難
波
や
児
屋
池
畔
に
住
ん
だ
が
、
奥
州
は
じ
め
伊
予
・
美
作
な
ど
諸
国
に
下
向
、
旅
の
歌
を
多
く
残
し
、「
数
奇
」
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の
歌
人
と
し
て
、
後
の
西
行
・
芭
蕉
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
能
因
と
云
う
歌
人
を
語
る
際
、
よ
く
引
き
合

い
に
出
さ
れ
る
の
は
「
数
奇
者
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
主
に
能
因
の
伝
記
や
説
話
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
、「
旅
の
歌

人
で
あ
る
こ
と
」
や
「「
数
奇
」
の
実
践
者
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
き
た
が
、
和
歌
表
現
に
お
い
て
は
、
小
町
谷
照
彦
の
次
の
よ
う
な
指

摘
も
ま
た
、
能
因
の
「
旅
の
歌
人
」
と
し
て
の
「
数
奇
者
」
の
生
き
方
が
生
ん
だ
表
現
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

能
因
の
歌
は
単
に
名
所
歌
枕
の
表
現
類
型
に
そ
の
ま
ま
応
じ
て
い
る
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
奥
州
旅
行
の
経
験
を
媒
介
と
し
て
、

表
現
類
型
に
新
し
い
息
吹
を
持
ち
込
む
、
あ
る
い
は
新
し
い
表
現
構
造
を
形
造
る
と
言
っ
た
、
独
自
な
表
現
世
界
を
確
立
し
て
い

る
こ
と
を
窺
い
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
に
和
歌
に
対
す
る
全
身
的
な
傾
倒
こ
そ
ま
さ
し
く
「
す
き
も
の
」
的

な
一
端
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。（
中
略
）
和
歌
的
幻
像
の
追
求
こ
そ
は
虚
構
の
世
界
に
現
実
を
移
封
し
、
言
葉
に
よ
っ
て
現
実

を
把
握
し
よ
う
と
す
る
、「
す
き
も
の
」
能
因
の
生
の
姿
勢
だ
っ
た
の
で
あ
る
。②

　

確
か
に
『
能
因
法
師
集
』
に
は
旅
の
経
験
で
得
ら
れ
た
新
し
い
表
現
の
歌
や
、『
後
拾
遺
集
』
で
初
め
て
見
ら
れ
る
歌
語
を
詠
み
い
れ

た
歌
な
ど
が
散
見
し
、
体
験
主
義
が
生
ん
だ
新
し
さ
に
注
目
し
た
点
に
お
い
て
、
小
町
谷
の
指
摘
は
誠
に
的
確
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、

能
因
詠
か
ら
は
、
前
代
の
歌
人
の
表
現
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
た
表
現
も
発
見
で
き
、
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
貫
之
で
あ
る
。
能
因
に

は
歌
の
み
な
ら
ず
、
自
分
の
作
品
の
序
文
な
ど
に
も
貫
之
を
意
識
し
た
跡
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

能
因
の
表
現
に
お
け
る
貫
之
の
影
響
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
川
村
晃
生
氏
が
、
大
江
嘉
言
の
詠
風
が
貫
之
の
影
響
を
色
濃

く
受
け
た
こ
と
を
考
察
し
、
嘉
言
の
後
続
歌
人
へ
の
影
響
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、「
貫
之
か
ら
能
因
と
い
う
影
響
関
係
を
想
定
す
る

時
、
そ
の
間
に
嘉
言
が
介
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ふ
し
が
認
め
ら
れ
る
」③
と
指
摘
し
て
い
る
。
序
文
へ
の
影
響
に
関
し
て
は
、
安
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西
廸
夫
が
『
玄
々
集
』
の
序
文
に
『
新
撰
和
歌
』
を
意
識
し
た
表
現
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
④
。
本
発
表
は
、
そ
の
よ
う
な
先

行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
能
因
の
歌
人
形
成
に
と
っ
て
、
貫
之
詠
と
貫
之
の
存
在
が
持
つ
意
味
と
、
ま
た
そ
れ
が
能
因
の
特
徴
と
し

て
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
数
奇
者
」
と
い
う
個
性
と
ど
の
よ
う
に
共
存
し
得
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

1
、
貫
之
詠
を
踏
ま
え
た
能
因
の
意
味
が
分
か
り
に
く
い
歌

　

次
は
、『
袋
草
紙
』
の
雑
談
部
に
あ
る
「
賀
陽
院
一
宮
歌
合
」
で
の
逸
話
で
あ
る
。

賀
陽
院
一
宮
歌
合
に
、
能
因
の
歌
に
云
は
く
、

　
　

Ⓐ
は
る
が
す
み
し
が
の
山
ご
え
せ
し
人
に
あ
ふ
心
ち
す
る
花
ざ
く
ら
か
な
⑤

時
の
人
、
意
を
得
ざ
る
の
由
を
称
す
と
云
々
。
あ
る
人
能
因
に
問
ひ
て
云
は
く
、「
こ
の
御
歌
、
世
も
つ
て
不
審
と
な
せ
り
。
そ
の

趣
如
何
」
と
。
能
因
答
ふ
る
こ
と
な
し
。
仍
り
て
興
違
ひ
し
て
座
を
起
ち
て
退
去
せ
し
時
、
能
因
窃
か
に
云
は
く
、「
故
守
は
、
歌

を
ば
か
や
う
に
よ
め
と
こ
そ
あ
り
し
か
」
と
つ
ぶ
や
く
と
云
々
。
故
守
は
伊
賀
守
長
能
な
り
。⑥

　
「
賀
陽
院
一
宮
歌
合
」
で
能
因
は
「
は
る
が
す
み
し
が
の
山
ご
え
せ
し
人
に
あ
ふ
心
ち
す
る
花
ざ
く
ら
か
な
」、
意
味
と
し
て
は
、「
春

霞
が
か
か
る
、
志
賀
の
山
越
え
で
逢
え
た
人
に
会
っ
た
気
持
ち
に
な
る
桜
の
花
だ
な
あ
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
が
、
当
時
の
人
は
そ
の

意
味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
能
因
の
歌
が
次
の
貫
之
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、『
後
拾
遺
抄
注
』
や
『
袖
中
抄
』
に
早
く
か
ら
指

摘
さ
れ
て
き
た
。
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し
が
の
や
ま
ご
え
に
女
の
お
ほ
く
あ
へ
り
け
る
に
つ
か
は
し
け
る　

つ
ら
ゆ
き

あ
づ
さ
ゆ
み
は
る
の
や
ま
べ
を
こ
え
く
れ
ば
み
ち
も
さ
り
あ
へ
ず
花
ぞ
ち
り
け
る
（
古
今
集
・
春
下
・
一
一
五
）⑦

し
か
し
、
詞
書
に
よ
っ
て
「
花
＝
女
性
」
と
い
う
比
喩
が
成
立
し
、
一
首
の
歌
と
し
て
ま
と
ま
る
貫
之
の
歌
に
対
し
て
、
能
因
の
歌
は

貫
之
の
歌
と
「
春
」「
山
」「
花
」
と
い
う
歌
語
は
共
通
す
る
も
の
の
、
歌
合
の
歌
で
あ
る
の
で
詞
書
の
よ
う
な
付
加
情
報
を
持
た
ず
、

「
な
ぜ
桜
を
見
る
こ
と
が
志
賀
の
山
越
え
を
す
る
人
に
会
っ
た
気
持
ち
に
な
る
の
か
」「
春
霞
は
桜
の
花
と
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
か
」

の
よ
う
な
歌
内
部
の
因
果
関
係
は
も
ち
ろ
ん
、
貫
之
の
歌
を
踏
ま
え
た
こ
と
さ
え
気
づ
き
に
く
い
歌
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、

『
後
拾
遺
集
』
の
橘
成
元
の
歌
、

　
　

山
路
落
花
を
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橘
成
元

さ
く
ら
ば
な
み
ち
み
え
ぬ
ま
で
ち
り
に
け
り
い
か
が
は
す
べ
き
し
が
の
や
ま
ご
え
（
後
拾
遺
集
・
春
下
・
一
三
七
）

は
、
上
の
句
が
貫
之
詠
の
下
の
句
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
実
際
の
落
花
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。

「
永
承
五
年
六
月
五
日
庚
申　

祐
子
内
親
王
歌
合
」⑧

　
　
　

六
番　

桜　
　

左
勝　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
模

　

浅
緑
か
す
む
山
べ
は
白
栲
の
さ
く
ら
に
の
み
ぞ
春
は
見
え
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
因
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春
が
す
み
志
賀
の
山
越
え
せ
し
人
に
あ
ふ
心
ち
す
る
花
桜
か
な

　

能
因
の
歌
は
相
模
の
「
浅
緑
か
す
む
山
辺
は
白
栲
の
さ
く
ら
に
の
み
ぞ
春
は
見
え
け
る
」
と
番
え
ら
れ
負
け
の
判
を
得
た
。
相
模
詠

は
「
浅
緑
」
と
「
白
」
の
対
比
に
よ
っ
て
主
題
で
あ
る
桜
を
浮
き
彫
り
に
す
る
点
に
お
い
て
能
因
詠
に
勝
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
逸
話
は
能
因
の
詠
法
を
考
え
る
際
、
示
唆
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
こ
の
歌
合
が
行
わ
れ
た
の
は
永
承
五
年

（
一
〇
五
〇
）
な
の
で
、
こ
の
年
能
因
は
六
十
三
歳
、
最
晩
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
歌
合
に
参
加
す
る
ほ
ど
、
歌
人
と
し
て
あ

る
程
度
の
位
置
に
あ
っ
た
は
ず
の
能
因
が
、
こ
の
時
に
限
っ
て
貫
之
詠
を
踏
ま
え
た
歌
を
詠
ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
能
因
が
ど
の
よ
う
に
貫
之
の
歌
を
受
容
し
て
い
た
か
、『
能
因
法
師
集
』
を
通
し
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

2
、
能
因
に
お
け
る
貫
之
詠
の
受
容
と
独
自
な
詠
法
の
具
体
例

　
『
能
因
法
師
集
』
の
歌
二
五
六
首
の
内
、
貫
之
の
影
響
が
想
定
さ
れ
る
歌
は
十
七
首
で
あ
る
が
、
こ
の
数
は
、『
能
因
法
師
集
』
で
他

の
歌
人
の
影
響
が
想
定
さ
れ
る
歌
の
数
と
し
て
、
群
を
抜
い
て
多
い
と
言
え
る
。「
一
、
歌
語
や
発
想
上
の
受
容
の
様
相
」
で
は
ま
ず
、

能
因
が
歌
語
や
発
想
の
上
で
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
か
を
考
察
し
、「
二
、
詠
法
の
特
徴
」
で
は
能
因
が
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
受
容
し
た

表
現
や
発
想
を
ど
の
よ
う
に
独
自
な
詠
法
で
詠
ん
だ
の
か
、
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
、
歌
語
や
発
想
上
の
受
容
の
様
相

①　

一
首
の
二
句
ほ
ど
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
る
。

　

ま
ず
、
貫
之
の
歌
の
一
首
中
二
句
ほ
ど
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
る
場
合
で
あ
る
。
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Ⓑ　
　

は
ま
な
の
は
し
を
は
じ
め
て
み
て

　

け
ふ
み
れ
ば
は
ま
な
の
は
し
を
ゝ
とと

に
の
み
き
ゝ
わ
た
り
け
る
こ
と
ぞ
く
や
し
き
（
家
集
・
下
・
一
五
八
）⑨

　
　
　

住
吉
に
く
に
の
つ
か
さ
の
臨
時
祭
し
侍
り
け
る
、
舞
人
に
て
、
か
は
ら
け
取
り
て
詠
み
侍
り
け
る

　

お
と
に
の
み
き
き
わ
た
り
つ
る
住
吉
の
松
の
ち
と
せ
を
け
ふ
見
つ
る
か
な
（
拾
遺
集
・
雑
上
・
四
五
六
／
貫
之
集
に
は
無
）

例
歌
Ⓑ
「
け
ふ
み
れ
ば
は
ま
な
の
は
し
を
ゝ
と
に
の
み
き
ゝ
わ
た
り
け
る
こ
と
ぞ
く
や
し
き
」
は
、『
拾
遺
集
』
の
貫
之
の
歌
「
お
と
に

の
み
き
き
わ
た
り
つ
る
住
吉
の
松
の
ち
と
せ
を
け
ふ
見
つ
る
か
な
」
と
「
音
に
の
み
聞
き
わ
た
る
」「
今
日
見
る
」
が
共
通
し
、
貫
之
の

歌
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
能
因
は
歌
語
上
大
き
な
部
分
を
共
通
項
と
し
な
が
ら
、
貫
之
の
歌
を
第
五
句
か
ら
そ
の
ま

ま
逆
順
に
並
べ
た
構
造
を
と
り
、
貫
之
の
歌
に
は
な
か
っ
た
「
く
や
し
」
と
い
う
も
っ
と
直
截
な
感
慨
を
加
え
て
一
首
を
成
立
さ
せ
て

い
る
。

②　

一
首
か
ら
歌
語
や
発
想
を
利
用
す
る
。

Ⓒ　
　
（
冬
二
首
）

な
み
だ
が
は
こ
ひ
よ
り
い
で
ゝ
な
が
る
れ
ば
か
く
こ
ほ
る
夜
も
さ
え
ぬ
な
り
け
り
（
家
集
・
上
・
八
）

　
　

不（

マ

マ

）

題
知　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

読
人
し
ら
ず

よ
と
ゝ
も
に
な
が
れ
て
ぞ
ゆ
く
な
み
だ
が
は
冬
も
こ
ほ
ら
ぬ
み
な
と
な
り
け
り

 

（
古
今
集
・
恋
二
・
五
七
三
／
貫
之
集
・
六
一
九
・
第
二
句
「
流
れ
て
ぞ
経
る
」
第
五
句
「
み
な
わ
な
り
け
り
」）
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例
歌
Ⓒ
「
な
み
だ
が
は
こ
ひ
よ
り
い
で
ゝ
な
が
る
れ
ば
か
く
こ
ほ
る
夜
も
さ
え
ぬ
な
り
け
り
」
は
、
貫
之
の
『
古
今
集
』
の
歌
「
よ
と
ゝ

も
に
な
が
れ
て
ぞ
ゆ
く
な
み
だ
が
は
冬
も
こ
ほ
ら
ぬ
み
な
と
な
り
け
り
」
と
、
恋
歌
で
あ
る
こ
と
、
冬
を
背
景
に
す
る
歌
で
あ
る
こ
と

が
共
通
す
る
。
歌
語
上
で
は
「
涙
川
」「
流
る
」「
こ
ほ
る
」
が
共
通
し
、
能
因
詠
で
は
「
夜
」
の
「
よ
」、
貫
之
詠
で
は
「
世
間
」
の

「
よ
」
と
、
意
味
は
違
う
が
「
よ
」
も
音
の
上
で
共
通
す
る
。
例
歌
Ⓑ
ほ
ど
、
共
通
す
る
歌
語
の
量
は
多
く
は
な
い
も
の
の
、
一
首
の
意

味
を
な
す
上
で
中
心
と
な
る
歌
語
は
全
部
共
通
さ
せ
な
が
ら
、「
世
間
と
と
も
に
涙
は
絶
え
ず
流
れ
る
の
で
冬
で
も
凍
る
事
が
な
い
」
と

歌
っ
た
貫
之
の
発
想
を
借
り
つ
つ
、「
冴
ゆ
」
と
い
う
歌
語
を
新
し
く
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「「
恋
」
と
い
う
「
火
（
ひ
）」
か
ら
流
れ

出
る
涙
な
の
で
、
そ
の
涙
は
凍
て
つ
く
冬
で
も
凍
る
と
こ
ろ
か
、
冴
え
る
事
も
な
い
」
と
歌
っ
た
の
が
能
因
の
Ⓒ
の
歌
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
一
首
か
ら
歌
語
と
発
想
の
両
方
を
利
用
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

③　

二
首
か
ら
同
時
に
影
響
が
見
ら
れ
る
。

　

次
に
例
歌
Ⓓ
は
、
貫
之
の
歌
二
首
か
ら
同
時
に
受
容
が
見
ら
れ
る
用
例
で
あ
る
。

Ⓓ　
　

と
さ
の
か
み
な
り
ひ
ら
の
朝
∘臣

の
く
だ
る
に
、
二
条
の
宮
の
す
け
の
家
に
て
、

　
　
　

水
の
ほ
と
り
に
わ
か
れ
を
お
し
む
心
、
人
々
よ
む
に

　

わ
か
れ
ゆ
く
か
げ
は
み
ぎ
は
に
う
つ
る
と
も
か
へ
ら
ぬ
な
み
に
な
ら
ふ
な
よ
き
み
（
家
集
・
下
・
一
七
二
）

　
　
　

し
な
の
の
く
に
に
く
だ
り
け
る
人
の
も
と
に
、
つ
か
は
し
け
る　

つ
ら
ゆ
き

　

月
影
は
あ
か
ず
見
る
と
も
さ
ら
し
な
の
山
の
ふ
も
と
に
な
が
ゐ
す
な
君

 

（
拾
遺
集
・
別
・
三
一
九
／
貫
之
集
・
七
六
三
・
詞
書
「
し
な
の
へ
行
く
人
に
お
く
る
」）
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法
皇
西
河
に
御
坐
し
け
る
日
、
鶴
、
洲
に
立
、
と
云
こ
と
を
題
に
て
読
給
け
る　
（
貫
之
）

　

あ
し
た
づ
の
た
て
る
か
は
べ
を
吹
風
に
よ
せ
て
か
へ
ら
ぬ
な
み
か
と
ぞ
み
る
（
古
今
集
・
雑
上
・
九
一
九
／
貫
之
集
に
無
）

「
わ
か
れ
ゆ
く
か
げ
は
み
ぎ
は
に
う
つ
る
と
も
か
へ
ら
ぬ
な
み
に
な
ら
ふ
な
よ
き
み
」
は
、
貫
之
の
『
拾
遺
集
』
の
歌
「
月
影
は
あ
か
ず

見
る
と
も
さ
ら
し
な
の
山
の
ふ
も
と
に
な
が
ゐ
す
な
君
」
と
、
上
の
句
で
仮
定
条
件
を
提
示
し
、
第
五
句
が
「
禁
止
命
令
＋
君
」
で
終

わ
る
と
い
う
、
一
首
の
構
造
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
同
時
に
、
第
四
句
の
「
か
へ
ら
ぬ
波
」
と
い
う
歌
語
も
注
目

に
値
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。
歌
語
「
波
」
は
「
寄
せ
て
は
帰
る
、
帰
っ
て
も
ま
た
戻
っ
て
来
る
」
特
性
が
詠
ま
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ

る
が
、
能
因
は
「
か
へ
ら
ぬ
波
」
と
詠
ん
で
い
る
。
貫
之
に
も
「
か
へ
ら
ぬ
波
」
を
詠
ん
だ
歌
が
一
例
あ
っ
て
、『
古
今
集
』
の
歌
「
あ

し
た
づ
の
た
て
る
か
は
べ
を
吹
風
に
よ
せ
て
か
へ
ら
ぬ
な
み
か
と
ぞ
み
る
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
能
因
以
前
に
「
か
へ
ら
ぬ
波
」
の
用

例
は
こ
の
貫
之
の
用
例
の
み
で
あ
る
の
で
、
貫
之
の
表
現
の
受
容
を
考
え
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
能
因
は
一
首
の
歌
を

詠
む
に
あ
た
っ
て
、
構
造
や
歌
語
を
二
首
の
貫
之
の
歌
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
受
容
す
る
こ
と
も
試
み
た
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
言
葉
や
発
想
の
上
で
能
因
が
貫
之
の
歌
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
い
る
か
を
見
て
き
た
が
、
能
因
は
た
だ
単
に
貫
之
の
表
現

を
そ
の
ま
ま
自
分
の
も
の
に
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
自
分
な
り
の
変
化
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
さ
を
追
求
し
よ
う
と
し

た
。
次
は
そ
れ
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

二
、
詠
法
の
特
徴

①　

題
詠
を
現
地
詠
に
変
え
て
詠
む
。

　

最
初
に
、
能
因
の
歌
か
ら
は
、
貫
之
の
題
詠
を
踏
ま
え
て
現
地
詠
と
し
て
詠
む
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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Ⓔ　
　

か
ひ
に
て
、
山
な
し
の
花
を
み
て

か
ひ
が
ね
に
さ
き
に
け
ら
し
な
あ
し
ひ
き
の
や
ま
な
し
を
か
の
山
な
し
の
は
な
（
家
集
・
上
・
四
二
）

　
　

哥
た
て
ま
つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
と
き
読
て
た
て
ま
つ
れ
る

さ
く
ら
ば
な
さ
き
に
け
ら
し
な
あ
し
ひ
き
の
山
の
か
ゐ（

ひ
）

よ
り
み
ゆ
る
し
ら
く
も
（
古
今
集
・
春
上
・
五
九
／
貫
之
集
に
は
無
）

例
歌
Ⓔ
「
か
ひ
が
ね
に
さ
き
に
け
ら
し
な
あ
し
ひ
き
の
や
ま
な
し
を
か
の
山
な
し
の
は
な
」
は
、
甲
斐
の
国
で
目
に
し
た
山
梨
の
花
が
、

偶
然
に
も
山
梨
の
岡
に
咲
い
て
い
る
の
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
詠
ん
だ
と
こ
ろ
に
眼
目
が
置
か
れ
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
「
哥
た
て
ま
つ

れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
時
読
て
た
て
ま
つ
れ
る
」
と
い
う
詞
書
か
ら
題
詠
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
、
貫
之
の
「
さ
く
ら
ば
な
さ
き
に

け
ら
し
な
あ
し
ひ
き
の
山
の
か
ひ
よ
り
み
ゆ
る
し
ら
く
も
」
と
い
う
歌
と
「
咲
き
に
け
ら
し
な
足
引
の
山
」
が
共
通
し
、
能
因
詠
で
は

甲
斐
の
国
の
地
名
で
あ
り
、
貫
之
詠
で
は
山
の
合
間
と
い
う
意
味
の
違
い
は
あ
る
が
、「
か
ひ
」
も
音
の
上
で
共
通
す
る
。
構
造
か
ら
も

「
け
ら
し
な
」
の
第
二
句
切
れ
、
第
五
句
が
体
現
止
め
で
あ
る
こ
と
も
共
通
し
、
詠
ま
れ
た
素
材
は
「
桜
」
と
「
山
梨
の
花
」
と
違
っ
て

も
白
い
花
で
あ
る
こ
と
も
共
通
す
る
。
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
は
違
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
共
通
点
は
貫
之
の
題
詠
を
十
分
に
熟
知
し
た

上
で
能
因
が
現
地
詠
を
詠
ん
だ
こ
と
を
物
語
る
と
思
わ
れ
る
。

Ⓕ　
　

山
水
を
む
す
び
て
よ
み
侍
り
け
る
⑩

　

足
引
の
山
し
た
水
に
か
げ
み
れ
ば
ま
ゆ
し
ろ
た
へ
に
わ
れ
老
い
に
け
り

 

（
新
古
今
・
雑
下
・
一
七
一
〇
／
家
集
・
一
五
四
・
第
五
句
「
な
り
に
け
る
か
な
」）

　
　
　

題
知
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
ら
ゆ
き
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人
し
れ
ず
こ
ゆ
と
思
ふ
ら
し
あ
し
ひ
き
の
山
し
た
水
に
か
げ
は
見
え
つ
つ

（
拾
遺
集
・
雑
上
・
四
九
二
／
貫
之
集
・
一
七
・
第
二
句
「
こ
ゆ
と
お
も
ひ
し
」・
詞
書
「
延
喜
六
年
、
つ
き
な
み
の
屏
風
八
帖

が
れ
う
の
う
た
四
十
五
首
、
せ
じ
に
て
こ
れ
を
た
て
ま
つ
る
廿
首
、
し
が
の
や
ま
ご
え
」）

　

次
の
Ⓕ
の
例
歌
は
「
山
水
を
む
す
び
て
よ
み
侍
り
け
る
」
と
い
う
詞
書
か
ら
、
現
地
詠
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
足
引
の
山
し
た
水

に
か
げ
み
れ
ば
ま
ゆ
し
ろ
た
へ
に
わ
れ
老
い
に
け
り
」
と
い
う
歌
の
内
容
か
ら
も
自
分
の
老
い
へ
の
実
感
が
窺
え
る
。
こ
の
歌
は
『
拾

遺
集
』
の
貫
之
歌
「
人
し
れ
ず
こ
ゆ
と
思
ふ
ら
し
あ
し
ひ
き
の
山
し
た
水
に
か
げ
は
見
え
つ
つ
」
に
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
能
因

詠
は
貫
之
詠
の
第
三
句
以
下
を
そ
の
ま
ま
上
の
句
に
持
っ
て
来
、「
影
は
み
え
つ
つ
」
↓
「（
そ
の
）
影
を
み
れ
ば
ま
ゆ
し
ろ
た
へ
に
」

と
、
実
感
を
率
直
に
吐
露
し
て
い
る
。「
足
引
き
の
山
下
水
」
は
『
古
今
集
』
以
来
「
人
の
目
に
つ
か
な
い
場
所
を
流
れ
る
」
と
い
う
意

味
と
し
て
用
例
の
多
い
表
現
で
は
あ
る
が
、「
足
引
き
の
山
下
水
に
影
」
ま
で
共
通
す
る
の
は
貫
之
と
能
因
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
「
水

に
自
分
の
影
を
映
す
」
と
い
う
行
為
を
詠
む
場
合
「
山
の
井
」「
苗
代
水
」「
泉
」
な
ど
、
い
わ
ば
「
溜
ま
っ
て
い
て
流
れ
の
少
な
い
」

歌
語
が
詠
ま
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
面
で
考
え
て
も
、
能
因
の
Ⓕ
の
歌
か
ら
貫
之
の
歌
の
影
響
を
考
え
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

②　

貫
之
詠
の
時
点
を
ず
ら
し
て
詠
む
。

　

続
い
て
、
貫
之
詠
の
時
点
を
ず
ら
し
て
詠
む
方
法
で
あ
る
。

Ⓖ　
　
（
早
春
庚
申
夜
恋
歌
十
首
）
雑
二
首

た
て
ぬ
き
に
お
も
ひ
み
だ
れ
ぬ
し
づ
は
た
の
た
え
て
わ
び
し
き
恋
に
も
あ
る
か
な
（
家
集
・
上
・
九
）
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し
づ
は
た
に
み
だ
れ
て
ぞ
お
も
ふ
恋
し
さ
を
た
て
ぬ
き
に
し
て
お
れ
る
わ
が
身
か
（
貫
之
集
・
六
二
七
）

　

例
歌
Ⓖ
「
た
て
ぬ
き
に
お
も
ひ
み
だ
れ
ぬ
し
づ
は
た
の
た
え
て
わ
び
し
き
恋
に
も
あ
る
か
な
」
は
貫
之
集
の
歌
「
し
づ
は
た
に
み
だ

れ
て
ぞ
お
も
ふ
恋
し
さ
を
た
て
ぬ
き
に
し
て
お
れ
る
わ
が
身
か
」
と
「
し
づ
は
た
」「
み
だ
る
」「
お
も
ふ
」「
恋
」「
た
て
ぬ
き
」
と
多

く
の
歌
語
を
共
通
と
し
、「
恋
に
よ
る
物
思
い
を
、
縦
糸
と
横
糸
が
交
錯
す
る
し
づ
は
た
の
模
様
に
喩
え
る
」
と
い
う
発
想
の
面
で
も
同

じ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
能
因
詠
に
は
貫
之
詠
と
大
き
な
差
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
主
人
公
が
置
か
れ
た
状
況
で
あ
る
。

貫
之
詠
の
主
人
公
は
、「
ま
さ
に
今
」
恋
の
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
能
因
詠
の
主
人
公
は
歌
語
「
絶
え
て
」
か
ら
、「
も

う
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
恋
」
の
歌
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
貫
之
詠
と
多
く
の
歌
語
と
発
想
を
共
通
と
し
つ
つ
、
時
点
を
後
の
方
に
ず
ら

し
、
絶
望
的
な
状
況
の
歌
と
し
て
新
し
く
し
た
と
こ
ろ
に
能
因
の
狙
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

例
歌
Ⓗ
も
時
点
を
ず
ら
し
た
例
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ⓗ　
　

嘉
言
あ
づ
ま
へ
く
だ
る
と
て
、
を
く
り
し

な
が
月
は
た
び
の
そ
ら
に
て
く
れ
ぬ
べ
し
い
づ
こ
に
し
ぐ
れ
あ
は
む
と
す
ら
ん
（
家
集
・
上
・
一
一
）

　
　

道
行
く
人
の
し
ぐ
れ
に
あ
へ
る

み
ち
す
ら
に
時
雨
に
あ
ひ
ぬ
い
と
ど
し
く
ほ
し
あ
へ
ぬ
袖
の
ぬ
れ
に
け
る
か
な
（
貫
之
集
・
一
三
六
）

こ
の
例
に
関
し
て
は
ま
ず
貫
之
集
の
例
を
み
る
こ
と
に
す
る
。「
み
ち
す
ら
に
時
雨
に
あ
ひ
ぬ
い
と
ど
し
く
ほ
し
あ
へ
ぬ
袖
の
ぬ
れ
に
け

る
か
な
」
は
、
悲
し
さ
で
濡
れ
た
「
道
行
く
人
」
の
袖
が
「
時
雨
」
に
逢
う
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
濡
れ
て
し
ま
う
、
旅
路
の
気
持
ち
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を
詠
ん
だ
題
詠
で
あ
る
が
、
能
因
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
「
な
が
月
は
た
び
の
そ
ら
に
て
く
れ
ぬ
べ
し
い
づ
こ
に
し
ぐ
れ
あ
は
む
と
す
ら

ん
」
と
友
人
に
送
っ
た
。
旅
路
で
の
寂
し
い
気
持
ち
を
詠
む
発
想
と
、
歌
語
「
時
雨
」「
あ
ふ
」
が
共
通
す
る
。
能
因
は
そ
こ
に
変
化
を

加
え
、「
時
雨
」
を
初
冬
の
歌
語
と
し
て
捉
え
、
秋
で
あ
る
「
長
月
」
を
一
首
の
中
で
一
緒
に
詠
む
。
例
歌
Ⓖ
と
は
反
対
に
貫
之
詠
よ
り

時
点
を
前
の
ほ
う
に
ず
ら
し
、「
ま
だ
遭
っ
て
い
な
い
時
雨
と
旅
路
の
ど
の
辺
り
で
遭
う
の
だ
ろ
う
か
」
と
思
い
や
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。③　

貫
之
詠
の
表
現
を
踏
ま
え
て
新
し
い
視
点
を
提
示
す
る
。

　

最
後
に
、
貫
之
詠
の
表
現
を
踏
ま
え
て
新
し
い
視
点
を
提
示
す
る
詠
法
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

Ⓘ　
　

斎
院
に
て
月
の
あ
か
き
夜
、
こ
た
ち
に
て
月
の
も
り
た
る
、
い
と
を
か
し
う
み
ゆ
れ
ば

に
は
の
お
も
ぞ
よ
る
の
あ
や
と
は
な
り
に
け
る
こ
の
し
た
か
げ
の
月
の
ま
に
〳
〵
（
家
集
・
上
・
二
八
）

　
　

き
た
山
に
も
み
ぢ
を
ら
む
と
て
ま
か
り
て　
　
　
　
　

つ
ら
ゆ
き

み
る
人
も
な
く
て
ち
り
ぬ
る
お
く
山
の
も
み
ぢ
は
よ
る
の
に
し
き
な
り
け
り 

（
古
今
集
・
秋
下
・
二
九
七
／
貫
之
集
に
は
無
）

　
　
（
題
知
ら
ず
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貫
之

花
の
か
に
こ
ろ
も
は
ふ
か
く
な
り
に
け
り
こ
の
し
た
か
げ
の
風
の
ま
に
ま
に （
新
古
今
集
・
春
下
・
一
一
一
／
貫
之
集
に
は
無
）

例
歌
Ⓘ
「
に
は
の
お
も
ぞ
よ
る
の
あ
や
と
は
な
り
に
け
る
こ
の
し
た
か
げ
の
月
の
ま
に
ま
に
」
は
、
月
が
明
る
い
夜
、
木
の
葉
か
ら
漏

れ
た
月
光
と
、
そ
の
影
が
織
り
な
す
庭
の
模
様
を
「
夜
の
綾
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
歌
の
背
景
に
は
二
首
の
貫
之
詠
の
影
響
が
想
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定
さ
れ
る
が
、
一
首
は
『
古
今
集
』
の
歌
、「
み
る
人
も
な
く
て
ち
り
ぬ
る
お
く
山
の
も
み
ぢ
は
よ
る
の
に
し
き
な
り
け
り
」
で
あ
る
。

「
夜
の
錦
」
は
中
国
の
故
事
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
貫
之
詠
以
降
「
甲
斐
の
な
い
も
の
」
と
し
て
多
く
詠
ま
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
能
因
は

「
夜
の
綾
」
と
い
う
独
自
の
表
現
に
変
え
、
積
極
的
に
「
美
し
い
、
価
値
の
あ
る
も
の
」
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
綾
」
を

作
り
出
す
の
は
「
木
の
下
陰
の
月
の
ま
に
ま
に
」
で
あ
る
が
、
こ
の
第
四
、五
句
も
ま
た
貫
之
の
『
新
古
今
集
』
の
歌
「
花
の
か
に
こ
ろ

も
は
ふ
か
く
な
り
に
け
り
こ
の
し
た
か
げ
の
風
の
ま
に
ま
に
」
の
第
五
句
の
「
風
」
を
「
月
」
に
変
え
た
だ
け
で
そ
の
ま
ま
用
い
て
い

る
。
つ
ま
り
、
前
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
貫
之
の
二
首
に
掛
け
て
多
く
の
歌
語
を
受
容
し
な
が
ら
、「
夜
の
綾
」
と
い
う
前
例
の
な
い
歌

語
を
作
り
出
し
、
新
し
い
視
点
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
が
こ
の
Ⓘ
の
歌
で
あ
る
。

Ⓙ　
　

す
み
よ
し
に
ま
う
で
ゝ
あ
る
ほ
ど
に
、
雪
の
ふ
る
を

水
の
う
へ
に
ふ
り
つ
む
ゆ
き
は
し
ら
な
み
の
わ
た
つ
う
み
立
つ
い
ろ
に
ぞ
有
け
る
（
家
集
・
上
・
六
一
）

　
　
（
題
知
ら
ず
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貫
之

物
ご
と
に
ふ
り
の
み
か
く
す
雪
な
れ
ど
水
に
は
色
も
の
こ
ら
ざ
り
け
り

 

（
風
雅
集
・
冬
・
八
五
九
／
貫
之
集
八
八
・
詞
書
「
延
喜
十
七
年
八
月
宣
旨
に
よ
り
て
」）

　

住
吉
で
雪
が
降
る
の
を
見
て
詠
ん
だ
Ⓙ
の
歌
「
水
の
う
へ
に
ふ
り
つ
む
ゆ
き
は
し
ら
な
み
の
わ
た
つ
う
み
立
つ
い
ろ
に
ぞ
有
け
る
」

は
、
貫
之
の
題
詠
「
物
ご
と
に
ふ
り
の
み
か
く
す
雪
な
れ
ど
水
に
は
色
も
の
こ
ら
ざ
り
け
り
」
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
降

る
」「
雪
」「
水
」「
色
」
が
共
通
し
、「
水
の
上
に
雪
が
降
っ
た
後
の
色
に
注
目
し
た
」
発
想
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、「
降
っ
て
は
物

ご
と
隠
し
て
し
ま
う
雪
で
も
、
水
の
上
に
は
色
が
残
ら
な
い
」
と
詠
む
貫
之
に
対
し
、
能
因
は
「
海
に
立
つ
白
波
が
、
水
の
上
に
降
っ
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た
雪
の
色
な
の
だ
」
と
主
張
す
る
。「
水
の
上
に
降
り
積
る
雪
」
は
、
実
際
に
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
貫
之
の
歌
を
踏
ま
え
な
が
ら

新
し
い
発
見
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
能
因
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
歌
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
、『
能
因
法
師
集
』
の
貫
之
の
影
響
が
想
定
さ
れ
る
用
例
を
見
て
き
た
が
、
従
来
能
因
の
歌
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
、

「
歌
枕
を
詠
み
い
れ
た
歌
が
多
い
こ
と
」
以
外
に
、
表
現
技
法
や
発
想
の
面
で
貫
之
の
歌
を
し
っ
か
り
吸
収
し
た
上
で
詠
ま
れ
た
歌
が
多

い
こ
と
も
確
認
で
き
た
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
能
因
の
態
度
は
、
歌
だ
け
で
な
く
『
能
因
法
師
集
』
と
『
玄
々
集
』
の
序
文
に

も
一
貫
し
て
現
れ
る
。

3
、
能
因
の
著
書
の
序
文
か
ら
見
ら
れ
る
貫
之
の
影
響

 

『
玄
々
集
』
序
⑪

和
歌
者
、
本
朝
之
風
俗
也
、
源
流
起
二
於
神
代
一
、
雅
詠
盛
二
于
人
世
一
、
是
以
延
喜
御
宇
之
時
、
紀
貫
之
奉
レ
勅
撰
二
玄
之
又
玄

三
百
六
十
首
一
、
其
外
撰
集
之
家
往
々
有
之
、
今
予
所
レ
撰
者
、
永
延
以
来
寛
徳
以
往
⑫
篇
什
也
、
不
レ
知
当
時
之
褒
一
、
只
憶
二
向
後

之
消
没
一
之
故
也
、
上
自
二
王
后
一
下
至
二
士
女
一
、
粗
擢
二
其
間
之
上
科
一
聊
叙
二
此
道
之
中
興
一
而
已

↓
『
新
撰
和
歌
』
序

故
抽
ッ

下
始
メ

レ
自
二
弘
仁
一
至
マ
テ
ノ

二
于
延

－

長
⑬
ニ

一
詞

－

人
ノ
之
作
ノ
、
花

－

実
相
兼
タ
ル
ヲ

上
而
已
。
今
之
所
ハ

レ
撰
玄
ノ
之
又
玄
ナ
リ
也
、

…
惣
テ
三
百
六
十
首
分
テ
為
レ
四

－

軸
、
…

　
『
玄
々
集
』
の
序
文
の
傍
線
部
、「
是
を
以
て
延
喜
の
御
時
、
紀
貫
之
勅
を
奉
り
、
玄
の
又
玄
三
百
六
十
首
を
撰
ぶ
」
と
い
う
所
が
、

貫
之
の
秀
歌
撰
『
新
撰
和
歌
』
の
序
文
の
「
今
の
撰
ぶ
所
は
玄
の
又
玄
也
…
す
べ
て
三
百
六
十
首
を
分
け
て
四
軸
と
為
す
」
を
踏
ま
え
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て
い
る
こ
と
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
能
因
が
『
玄
々
集
』
の
撰
歌
の
時
代
的
な
範
囲

を
『
玄
々
集
』
序
の
点
線
部
「
永
延
以
来
寛
徳
以
往
」
と
規
定
し
て
い
る
の
も
、『
新
撰
和
歌
』
序
の
「
弘
仁
よ
り
始
め
延
長
に
至
る
ま

で
」
に
倣
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
貫
之
が
限
定
し
た
時
代
と
は
違
う
が
、
時
代
を
問
わ
ず
優
れ
た
歌
を
集
め
る
の
で
は
な

く
、「
特
定
の
時
代
の
秀
歌
を
集
め
る
」
と
い
う
姿
勢
は
同
じ
で
あ
る
。
能
因
が
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
継
承
し
つ
つ
、
時
代
を
自
分
が
生

き
て
き
た
時
代
に
限
定
す
る
こ
と
を
序
文
で
表
明
し
た
こ
と
は
、
貫
之
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
自
分
が
こ
の
時
期
の
秀
歌
を
提
示

す
る
」
と
い
っ
た
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

『
能
因
法
師
集
』
序

予
歴
二
覧
天
下
之
人
事
一
、
有
レ
才
者
必
有
二
其
用
一
、
有
レ
芸
者
必
有
二
其
利
一
、
…
如
二
彼
天
暦
以
往
一
、
廼
三
代
之
明
主
、
降
レ
勅
恢
二

茲
道
一
、四
人
之
歌
仙
、
奉
レ
詔
献
二
家
集
一
、
是
以
王
道
股
肱
之
臣
、
訪
二
於
衆
心
一
採
レ
詞
、
儒
林
河
漢
之
才
、
冠
二
巻
首
一
而
顕
レ
序
、

…
我
今
当
レ
斉
二
竹
笋
之
濫
吹
一
、
何
得
二

峒
之
知
音
一
乎
、
寔
是
雖
二
消
没
之
道
一
、
宿
僻
尚
未
レ
能
レ
弃
、
仍
聊
揣
二
所
レ
思
之
篇
一
、

以
言
二
家
之
端
一
、
云
レ
爾

↓
『
新
撰
和
歌
』
序

貫
之
秩

－
罷
テ
帰
ル

－

日
、
將
セ
シ
ニ

二
以
上

－

献
セ
ン
ト

一
之
。
…
伝
ル

レ
勅
納
言
亦
已
薨
逝
シ
ス
。
空
ク
貯
ヘ

二
妙

－

辞
ヲ
於
箱
ノ
中ウ

ニ
一
。
獨
屑

ク
タ
ク

二
落

－
涙
ヲ
于
襟
上
ニ

一
。
若
貫
之
逝
去

セ
マ
シ
カ
ハ

、
歌
モ
亦
散
逸
シ
ナ
ン
。
恨
ク
ハ
使
シ
メ
ン
事
ヲ
下
絶
艶
ノ
之
草
ヲ
、
復
混
セ

中
鄙

－

野
ノ
之
篇
ニ

上
。
故
ニ

聊
ニ
記
メ

レ
本

－

源
ヲ
以
伝
来
代
ニ

一
云
爾
。

　
『
能
因
法
師
集
』
の
序
文
に
も
、
貫
之
を
思
わ
せ
る
部
分
が
あ
る
。『
能
因
法
師
集
』
序
文
の
傍
線
部
、「
四
人
の
歌
仙
、
詔
を
奉
り
家
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集
を
献
ず
」
と
い
う
部
分
は
、『
古
今
集
』
の
四
人
の
撰
者
を
意
味
し
、
こ
こ
で
は
、
貫
之
と
直
接
名
を
挙
げ
て
は
い
な
い
が
、「
歌
仙
」

と
称
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
能
因
は
家
集
を
残
す
理
由
と
し
て
、『
能
因
法
師
集
』『
玄
々
集
』
両
方
の
序
の
波
線
部
で
「
消

没
の
道
と
言
へ
ど
も
」「
只
向
後
の
消
没
を
思
ふ
故
な
り
」
と
、
歌
道
の
衰
え
を
案
ず
る
が
ゆ
え
と
言
う
が
、
そ
れ
も
ま
た
貫
之
が
「
も

し
貫
之
が
逝
去
せ
ま
し
か
ば
、
歌
も
亦
散
逸
し
な
ん
」（『
新
鮮
和
歌
』
序
の
波
線
部
）
と
『
新
撰
和
歌
』
を
残
す
理
由
を
語
る
部
分
と

通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

管
見
の
限
り
、
能
因
以
前
に
一
人
の
作
者
が
自
撰
家
集
と
秀
歌
撰
を
撰
じ
、
両
方
に
漢
文
序
ま
で
付
し
て
い
る
歌
人
は
、
類
を
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
形
の
能
因
の
歌
集
は
、
単
な
る
備
忘
録
や
手
引
書
の
よ
う
な
目
的
で
は
な
く
、
誰
か
に
詠
ま
せ
る
た

め
の
一
つ
の
文
学
作
品
に
し
よ
う
と
し
た
強
い
目
的
意
識
が
働
い
た
結
果
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
能
因
が
生
き
て
い
た
時
代
ま
で

貫
之
は
、
勅
撰
集
の
入
集
歌
数
に
お
い
て
常
に
一
位
で
あ
っ
た
が
、
能
因
が
序
文
で
そ
の
よ
う
な
貫
之
を
言
及
す
る
こ
と
は
、
自
分
の

作
品
に
あ
る
意
味
「
権
威
」
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
能
因
は
貫
之
詠
や
そ
の
存
在
を
主
体
的
に
、
か
つ
積
極
的

に
取
り
入
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

4
、
和
歌
の
伝
統
を
敬
う
行
動

　

こ
の
よ
う
に
、
能
因
に
は
前
世
代
を
継
承
し
、
そ
の
流
れ
の
中
で
自
分
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
態
度
は
次
の
『
俊
頼
髄
脳
』
の
逸
話
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

の
う
い
ん
ほ
う
し
は
、
哥
を
も
、
う
が
ひ
し
て
申
、
さ
う
し
な
ど
を
も
、
て
あ
ら
ひ
て
と
り
も
ひ
ろ
げ
ゝ
る
。
た
ゝ
、
う
ち
す
る

か
と
思
け
れ
ど
、
さ
ぬ
き
の
ぜ
む
し
け
ん
は
う
と
申
し
人
の
、
の
う
ゐ
ん
を
く
る
ま
の
し
り
に
の
せ
て
、
物
へ
ま
か
り
け
る
に
、
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二
条
と
、
ひ
ん
が
し
の
と
う
ゐ
ん
と
は
、
い
せ
が
い
ゑ
に
て
あ
り
け
る
に
、
子
日
の
こ
ま
つ
の
あ
り
け
る
を
、
さ
き
を
む
す
び
て

う
へ
た
り
け
る
が
、
を
ひ
つ
き
て
、
ま
こ
と
に
お
ほ
き
な
る
、
ま
つ
に
て
ち
か
う
ま
で
あ
り
し
が
、
こ
ず
ゑ
の
み
え
け
れ
ば
、
く

る
ま
の
し
り
よ
り
、
ま
ど
ひ
を
り
け
れ
ば
、
か
ね
ふ
さ
の
き
み
、
心
も
え
ず
、
い
か
な
る
事
ぞ
、
と
た
づ
ね
け
れ
ば
、
こ
の
ま
つ

の
き
は
、
か
う
名
の
、
い
せ
が
む
す
び
ま
つ
に
は
候
は
ず
や
。
そ
れ
が
ま
へ
を
ば
、
い
か
で
か
、
く
る
ま
に
の
り
な
が
ら
は
す
ぎ

は
べ
ら
む
、
と
い
ひ
て
、
は
る
か
に
あ
ゆ
み
の
き
て
、
こ
ず
ゑ
の
か
く
る
ゝ
ほ
ど
に
な
り
て
こ
そ
、
く
る
ま
に
は
の
り
け
れ
。（
中

略
）
さ
れ
ば
、
こ
の
道
を
こ
の
ま
ん
物
は
、
世
∘の

す
ゑ
な
り
と
も
、
か
し
こ
ま
る
べ
き
な
め
り
。
⑭

車
に
乗
っ
て
い
た
能
因
が
女
流
歌
人
伊
勢
の
歌
で
有
名
な
松
が
あ
る
と
こ
ろ
を
通
る
際
、
車
か
ら
降
り
た
の
で
そ
の
理
由
を
聞
く
と
「
こ

の
ま
つ
の
き
は
、
か
う
名
の
、
い
せ
が
む
す
び
ま
つ
に
は
候
は
ず
や
。
そ
れ
が
ま
へ
を
ば
、
い
か
で
か
、
く
る
ま
に
の
り
な
が
ら
は
す

ぎ
は
べ
ら
む
」
と
言
い
、
敬
意
を
表
し
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
従
来
能
因
の
「
数
奇
ぶ
り
」
を
表
わ
す
有
名
な
逸
話
で
あ
る
が
、「
数

奇
」
の
歌
人
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
が
ち
な
能
因
が
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
歌
を
詠
む
際
、
自
分
よ
り
前
世
代
の
貫
之
の
歌
を
重

要
視
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
歌
道
に
執
心
し
た
あ
ま
り
取
っ
た
行
動
で
あ
る
と
同
時
に
、
和
歌
の
伝
統
を
尊
重
す
る
心
が
現

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
俊
頼
の
「
さ
れ
ば
、
こ
の
道
を
こ
の
ま
ん
物
は
、
世
の
末
な
り
と
も
、
か
し
こ
ま
る
べ
き
な
め
り
」
と
い

う
発
言
も
ま
た
、
能
因
の
行
動
を
た
だ
「
数
奇
者
」
の
行
動
と
し
て
み
る
よ
り
、
和
歌
を
尊
重
し
、
伝
統
を
敬
う
行
動
の
一
つ
と
し
て

伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

5
、
能
因
の
歌
壇
で
の
位
置

　

そ
れ
で
は
、
何
故
能
因
は
貫
之
の
歌
を
積
極
的
に
受
容
し
、
わ
ざ
と
自
分
の
作
品
の
序
文
に
貫
之
の
名
を
挙
げ
、
他
人
に
奇
異
な
行
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動
と
映
る
こ
と
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
端
を
考
え
る
に
参
考
に
な
り
そ
う
な
逸
話
を
、
ま
た
『
袋
草
紙
』
か
ら
窺
う
こ
と
が
出

来
る
。

長
元
歌
合
⑮
の
時
、
四
条
大
納
言
入
道
長
谷
に
居
住
す
。
左
方
の
人
々
行
き
向
ひ
て
歌
を
撰
ば
し
む
。
能
因
の
郭
公
の
歌
に
云
は
く
、

　
　

Ⓚ
ほ
と
と
ぎ
す
き
鳴
か
ぬ
よ
ひ
の
し
る
か
ら
ば
寝
る
夜
も
ひ
と
夜
あ
ら
ま
し
も
の
を

入
道
云
は
く
、「
歌
合
の
歌
に
は
似
ず
」
と
云
々
。
仍
り
て
こ
れ
を
入
れ
ず
。
予
こ
れ
を
案
ず
る
に
、「
夜
居
」
と
「
夜
」
と
な
ほ
快

か
ら
ざ
る
の
故
か
。
ま
た
月
の
歌
に
云
は
く
、

　
　

Ⓛ
月
か
げ
の
さ
ら
に
ひ
る
と
も
み
ゆ
る
か
な
朝
日
の
山
を
い
で
や
し
ぬ
ら
ん

こ
の
歌
入
る
べ
し
と
云
々
。
而
る
に
能
因
の
歌
と
聞
け
る
後
に
云
は
く
、「「
更
に
」
の
字
別
様
な
り
。
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
云
々
。

歌
の
事
は
古
へ
も
今
も
人
に
よ
る
か
。⑯

長
元
八
年
頼
通
歌
合
に
出
詠
し
た
能
因
の
Ⓚ
の
歌
「
ほ
と
と
ぎ
す
き
鳴
か
ぬ
よ
ひ
の
し
る
か
ら
ば
寝
る
夜
も
ひ
と
夜
あ
ら
ま
し
も
の
を
」

と
Ⓛ
の
歌
「
月
か
げ
の
さ
ら
に
ひ
る
と
も
み
ゆ
る
か
な
朝
日
の
山
を
い
で
や
し
ぬ
ら
ん
」
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
特
に
、
Ⓛ
の
歌
は
、

最
初
は
採
用
さ
れ
た
も
の
の
、
後
に
詠
者
が
能
因
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
公
任
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
逸
話

は
歌
壇
で
の
能
因
の
位
置
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
回
か
の
歌
合
に
は
参
加
出
来
た
と
言
え
、
結
局
能
因
の
歌

壇
で
の
位
置
は
出
身
の
家
柄
を
も
含
め
て
、
け
っ
し
て
高
い
と
は
言
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
能
因
の
貫
之
を
意
識
し
た
一
連
の
行

為
に
は
、
そ
の
よ
う
な
沈
倫
意
識
が
働
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
能
因
に
は
、
貫
之
の
歌
に
基
づ
い
て
歌
を
詠
み
、
貫
之
と
い
う

存
在
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
歌
史
に
お
い
て
も
っ
と
自
分
を
前
面
に
出
し
、
主
流
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
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と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
『
拾
遺
集
』
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
の
が
一
〇
〇
五
年
頃
、『
後
拾
遺
集
』
の
成
立
が
一
〇
八
六
年
で
あ
る
の
で
、
能
因
は
生
前
勅
撰

歌
人
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
能
因
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
約
三
〇
年
後
に
編
ま
れ
た
『
後
拾
遺
集
』
の
序
文
に
、
能
因
は

次
の
よ
う
に
名
を
挙
げ
て
い
る
。

又
、
近
く
能
因
法
師
と
い
ふ
者
あ
り
。
心
、
花
の
山
の
跡
を
願
ひ
て
、
こ
と
ば
、
人
に
知
ら
れ
た
り
。
わ
が
世
に
あ
ひ
と
し
あ
ひ

た
る
人
の
歌
を
撰
び
て
玄
々
集
と
名
づ
け
た
り
。
こ
れ
ら
の
集
に
入
り
た
る
歌
は
、
あ
ま
の
栲
縄
く
り
返
し
、
同
じ
こ
と
を
抜
き

出
づ
べ
き
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
こ
の
集
に
載
す
る
こ
と
な
し
。

同
時
に
、
入
集
歌
数
に
お
い
て
男
性
歌
人
の
中
で
一
位
、『
玄
々
集
』
は
勅
撰
集
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
従

来
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
、
歌
道
に
執
心
す
る
「
す
き
も
の
」
と
し
て
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
閉
塞
し
た
勅
撰
集
空
白
期
を
生
き
て
い

た
能
因
が
、
自
分
よ
り
前
世
代
の
和
歌
の
表
現
を
踏
ま
え
、
新
し
い
も
の
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
側
面
が
な
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
本
発
表
で
は
と
り
わ
け
貫
之
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
能
因
の
作
歌
活
動
は
、
未
だ
「
本
歌
取
り
」
と
い

う
技
法
が
確
立
し
て
い
な
い
世
代
の
試
み
と
し
て
評
価
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
は
『
玄
々
集
』
も
含
め
て
、
能
因
の
歌

の
表
現
や
撰
歌
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
行
き
た
い
と
思
う
。
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﹇
注
﹈

① 『
和
歌
文
学
大
辞
典
』、
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
四
、「
能
因
」
の
項
。
平
野
由
紀
子
氏
執
筆
。

② 

小
町
谷
照
彦
「
和
歌
的
幻
像
の
追
究
―
能
因
法
師
論
ノ
ー
ト
―
」『
日
本
文
学
』
第
一
九
巻
七
号
、
一
九
七
〇
年
七
月
。

③ 

川
村
晃
生
「
大
江
嘉
言
」『
摂
関
期
和
歌
史
の
研
究
』、
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
一
年
。

④ 

安
西
廸
夫
「
玄
々
集
の
成
立
」『
言
語
と
文
芸
』
第
六
巻
四
号
、
一
九
六
四
年
七
月
。

⑤ 

以
下
、
能
因
の
歌
に
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
通
し
番
号
を
附
し
、
太
字
処
理
を
施
し
た
。

⑥ 『
袋
草
紙
』、
一
一
七
〜
八
頁
。
以
下
、『
袋
草
紙
』
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

⑦ 

以
下
、『
古
今
集
』
の
引
用
は
元
永
本
古
今
集
に
、
そ
の
他
の
勅
撰
集
の
引
用
は
『
新
編
国
家
大
観
』
に
よ
る
。
濁
点
や
句
読
点
は
私
に
付
し
た
。

⑧ 

歌
合
の
引
用
は
『
平
安
朝
歌
合
大
成
増
補
新
訂
』
に
よ
る
。

⑨ 『
能
因
集
』
は
以
下
「
家
集
」
と
略
し
、
本
文
の
引
用
は
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
に
、『
貫
之
集
』
は
『
校
訂
貫
之
集
』
に
よ
る
。

⑩ 『
能
因
集
』
で
は
詞
書
を
「
や
ま
か
は
に
て
あ
ふ
と
て
」
と
し
、
石
田
吉
貞
『
新
古
今
和
歌
集
全
註
解
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
六
〇
）
で
は
「
手
あ
ら
ふ
と
て
」
の
誤
り
か
と
す
る
。

⑪ 『
玄
々
集
』
序
の
引
用
は
川
村
晃
生
『
能
因
法
師
集
・
玄
々
集
の
研
究
』（
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
九
）、『
能
因
法
師
集
』
序
は
同
『
能
因
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会
、
一
九
九
二
）

に
、『
新
撰
和
歌
』
は
松
平
文
庫
影
印
叢
書
に
よ
る
。

⑫ 

九
八
七
年
〜
一
〇
四
六
年
。

⑬ 

八
一
〇
年
〜
九
三
一
年
。
な
お
、
こ
の
箇
所
の
訓
読
点
は
群
書
類
従
に
よ
っ
て
改
め
た
。

⑭ 『
俊
頼
髄
脳
』、
二
二
七
丁
ウ
〜
二
二
九
丁
オ
。
引
用
は
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
に
よ
る
。

⑮ 

長
元
八
年
頼
通
歌
合
。

⑯ 『
袋
草
紙
』、
一
九
八
頁
。

＊
討
論
要
旨

　

村
尾
誠
一
氏
は
、
能
因
に
お
け
る
貫
之
か
ら
の
影
響
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
冒
頭
に
引
用
さ
れ
た
「
は
る
が
す
み
…
」
と
い
う
能
因
の
歌
の
「
分
か
り
に
く
さ
」
は
ど
の
よ
う
に
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
質
問
し
た
。
発
表
者
は
、
貫
之
の
「
あ
づ
さ
ゆ
み
…
」
の
歌
に
は
詞
書
が
あ
る
た
め
、
道
中
出
会
っ
た
大
勢
の
女
性
の
集
団
を
花
に
喩
え
た
こ
と
が

理
解
で
き
る
の
に
対
し
て
、
能
因
の
歌
に
は
詞
書
が
な
く
、
貫
之
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
も
分
か
り
に
く
い
た
め
、
同
時
代
の
人
々
か
ら
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
回
答
し
た
。

村
尾
氏
は
「
し
が
の
山
ご
え
」
の
一
語
が
貫
之
の
歌
の
詞
書
ま
で
を
含
め
て
表
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
、
と
重
ね
て
指
摘
し
た
。
ま
た
、
本
発
表
が
能
因
の
歌
人
と
し
て

の
位
置
付
け
を
再
考
す
る
端
緒
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
た
。

　

ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
氏
は
、
貫
之
が
伝
説
的
な
存
在
に
な
っ
て
い
く
時
代
に
お
い
て
は
、
能
因
だ
け
で
な
く
、
他
の
多
く
の
歌
人
が
貫
之
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
た
め
、

そ
う
し
た
歴
史
的
な
背
景
を
踏
ま
え
て
能
因
の
歌
と
貫
之
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
ク
リ
ス
テ
ワ
氏
は
濁
点
が
な
か
っ
た
当
時
に

立
ち
戻
っ
て
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
能
因
が
難
解
な
歌
を
通
し
て
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
か
が
よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
た
。
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