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甲
南
女
子
大
学
蔵
『
新
古
今
集
美
尾
津
玖
志
』
（
福
井
久
蔵
新
謄
写
本
）
に
つ
い
て

近
藤
美
奈
子

は
じ
め
に

『
新
古
今
集
美
尾
津
玖
志
』
は
、
本
居
宣
長
『
美
濃
の
家
づ
と
』
と
石

原
正
明
『
尾
張
廼
家
苞
』
と
を
比
較
し
た
論
評
に
自
説
を
加
え
た
注
釈
書

で
あ
る
。

さ
て
、
小
島
吉
雄
氏
に
は
「
新
古
今
和
歌
集
注
釈
書
の
話
」
と
い
う
優

（

１

）

れ
た
御
論
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
御
論
に
依
り
な
が
ら
上
記
の
注
釈
書

に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。

『
美
濃
の
家
づ
と
』
は
新
古
今
和
歌
集
の
当
代
歌
人
の
和
歌
を
中
心
と

す
る
選
釈
書
で
、
総
歌
数
六
九
六
首
で
あ
る
。
『
美
濃
の
家
づ
と
』
か
ら

所
謂
「
新
注
」
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
小
島
氏
は
「
宣
長
の
細
緻

な
訓
詁
学
が
応
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
と
、
旧
来
の
解
釈
や
鑑
賞
批
評
に

拘
泥
せ
ず
、
自
由
な
批
判
的
態
度
を
以
て
新
古
今
集
の
再
検
討
を
志
し
て

ゐ
る
こ
と
が
本
書
の
特
長
」
で
あ
り
、
「
従
来
の
注
釈
の
規
範
を
全
然
脱

却
し
て
ゐ
る
点
に
於
て
画
期
的
な
著
述
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

『
尾
張
廼
家
苞
』
に
つ
い
て
、
小
島
氏
は
「
『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
比

肩
す
る
画
期
的
著
述
」
で
あ
る
と
評
価
し
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
「
宣
長

の
説
に
敬
意
を
表
し
な
が
ら
も
な
ほ
そ
れ
に
満
足
出
来
ず
、
宣
長
の
説
を

批
判
し
つ
つ
自
説
を
主
張
し
た
も
の
で
、
そ
の
説
は
新
古
今
集
へ
の
全
幅

的
傾
倒
か
ら
出
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
傾
聴
に
値
す
る
所
説
も
あ
る

が
、
ま
た
他
面
宣
長
説
を
駁
せ
む
が
た
め
の
駁
論
と
思
は
れ
る
や
う
な
説

も
あ
る
。
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。『
尾
張
廼
家
苞
』
は
、『
美
濃
の
家
づ
と
』

に
二
二
二
首
を
補
い
、
総
歌
数
は
九
一
七
首
で
あ
る
。

（

２

）

前
言
に
続
い
て
小
島
氏
は
、「
す
な
は
ち
両
家
つ
と
を
比
較
す
る
時
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
一
長
一
短
が
あ
つ
て
一
概
に
は
そ
の
優
劣
が
論
ぜ
ら
れ
な

い
」
の
で
、
「
両
家
苞
を
比
較
対
照
し
つ
つ
両
者
の
う
ち
の
長
を
採
り
短

を
棄
て
る
」
「
心
用
意
」
が
必
要
と
さ
れ
て
「
両
家
苞
の
比
較
論
評
が
盛

ん
に
行
は
れ
る
。
福
井
久
蔵
氏
所
蔵
の
『
美
尾
つ
く
し
』
飯
田
年
平
著
述

の
『
美
濃
尾
張
家
苞
評
』
林
重
義
述
の
『
美
濃
尾
張
家
苞
く
羅
倍
』
等
は
、

こ
の
種
の
も
の
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
『
美
尾
つ
く
し
』
が
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
新

古
今
集
美
尾
津
玖
志
』
な
の
で
あ
る
。

「
翻
刻
「
新
古
今
集
美
尾
津
玖
志
」
解
説
」
に
よ
る
と
、
福
井
氏
が
家

（

３

）

蔵
す
る
四
季
部
の
み
の
五
冊
本
と
し
て
『
大
日
本
歌
書
綜
覧
』
で
紹
介
さ

れ
た
『
美
尾
つ
く
し
』
は
早
く
に
散
逸
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
小
島
氏
が

実
際
に
見
た
の
は
福
井
氏
の
手
写
本
で
一
冊
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
島
氏
が
「
『
美
尾
つ
く
し
』
は
著
者
も
書
写

年
代
も
共
に
不
明
の
写
本
で
あ
る
が
、
美
濃
・
尾
張
の
両
家
苞
を
比
較
し

て
こ
れ
に
批
評
を
加
へ
た
も
の
で
、
そ
の
批
評
の
部
分
に
著
者
の
見
識
を

示
し
て
ゐ
る
。
今
残
っ
て
ゐ
る
の
は
、
そ
の
零
本
で
あ
る
。
」
と
記
述
さ

れ
た
『
美
尾
つ
く
し
』
は
、
福
井
氏
の
手
写
本
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
後
、
福
井
氏
の
手
写
本
は
尾
崎
知
光
氏
の
所
蔵
と
な
り
、
前
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掲
の
「
翻
刻
「
新
古
今
集
美
尾
津
玖
志
」
解
説
」
と
共
に
翻
刻
紹
介
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
な
お
、
小
島
氏
が
披
見
し
た
福
井
氏
手
写
本
と
尾
崎
氏
所

蔵
本
と
が
同
一
物
で
あ
る
こ
と
は
、
小
島
氏
本
人
に
よ
っ
て
確
認
せ
ら
れ

た
由
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
、
尾
崎
氏
所
蔵
の
福
井
氏
手
写
本
が

『
新
古
今
集
美
尾
津
玖
志
』
の
唯
一
知
ら
れ
た
伝
本
で
あ
っ
た
。
そ
の
後

も
新
し
い
伝
本
の
発
見
を
聞
か
な
い
の
で
、
現
在
も
福
井
氏
の
手
写
本
が

唯
一
の
伝
本
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
そ
の
所
蔵
者
は
甲
南
女

子
大
学
に
変
わ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
新
古
今
集
美
尾
津
玖
志
』
に
関
す
る
研
究
は
、
前
述
の

小
島
氏
御
論
と
「
翻
刻
「
新
古
今
集
美
尾
津
玖
志
」
解
説
」
以
降
ほ
と
ん

ど
進
ん
で
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
甲
南
女
子

大
学
蔵
『
新
古
今
集
美
尾
津
玖
志
』
（
以
下
、
『
美
尾
津
玖
志
』
と
略
称

す
る
）
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
い
気
付
い
た
点
を
報
告
し
た
い
。

一
、
書
誌

既
述
の
よ
う
に
、
『
美
尾
津
玖
志
』
は
、
甲
南
女
子
大
学
蔵
の
福
井
氏

手
写
本
が
現
在
の
と
こ
ろ
唯
一
知
ら
れ
て
い
る
伝
本
で
あ
る
。
同
じ
く
尾

崎
知
光
氏
旧
蔵
『
久
世
本
新
古
今
聞
書
』
と
共
に
紺
色
布
張
の
帙
に
納
め

ら
れ
て
お
り
、
帙
の
左
端
に
は
二
行
書
き
で
「
久
世
本
新
古
今
聞
書
／
新

古
今
集
美
尾
津
玖
志
」
と
書
か
れ
た
白
短
冊
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
。

袋
綴
（
紙
縒
で
下
綴
じ
さ
れ
た
形
状
）
一
冊
。
料
紙
は
楮
紙
。
表
紙
は

な
い
。
縦
二
四
・
三
糎
、
横
一
六
・
二
糎
。
全
五
八
丁
、
墨
付
五
七
丁
。

一
面
一
〇
行
。
第
一
丁
表
に
内
題
「
新
古
今
集
美
尾
津
玖
志
一
」
と
あ
り
、

そ
の
上
方
に
縦
二
・
七
糎
、
横
二
・
三
糎
の
「
福
井
氏
蔵
書
印
」
と
い
う

朱
の
角
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

歌
数
は
、
「
春
歌
上
」
の
み
の
五
八
首
。
歌
は
注
釈
本
文
よ
り
も
二
字

ほ
ど
上
か
ら
書
く
。
詞
書
と
作
者
名
も
載
せ
る
が
、
詞
書
は
注
釈
本
文
よ

り
二
字
ほ
ど
下
げ
て
書
く
。

本
文
と
書
写
の
状
態
に
つ
い
て
は
、「
翻
刻
「
新
古
今
集
美
尾
津
玖
志
」

解
説
」
に
「
そ
の
筆
蹟
は
福
井
久
蔵
博
士
の
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

脱
字
や
衍
字
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
判
読
し
が

た
い
文
字
も
あ
り
そ
れ
は
こ
の
写
本
の
書
体
に
お
い
て
す
で
に
難
読
の
文

字
で
あ
っ
た
の
を
そ
の
ま
ま
似
せ
て
模
写
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
も
の
も
あ
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
の
印
象
で
あ
る
。

二
、
採
歌
数
・
『
尾
張
廼
家
苞
』
受
容

歌
数
は
、
「
春
歌
上
」
の
五
八
首
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
『
美
濃
の

家
づ
と
』
『
尾
張
廼
家
苞
』
（
以
下
、
『
美
濃
』
『
尾
張
』
と
略
称
す
る
）

の
両
方
に
採
ら
れ
て
い
な
い
歌
三
首
（
三
四
、
四
三
、
六
四
番
）
が
含
ま

れ
て
い
る
。『
美
濃
』
に
な
い
も
の
六
首
（
一
八
、
四
四
、
五
四
、
七
三
、

九
二
、
九
七
番
）
は
、
『
尾
張
廼
家
苞
』
が
追
加
し
た
二
二
二
首
中
に
含

ま
れ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
全
て
『
尾
張
』
に
あ
る
歌
で
あ
る
。
ま
た
、『
尾

張
』
に
あ
る
歌
は
全
て
『
美
尾
津
玖
志
』
に
採
ら
れ
て
い
る
。
す
る
と
、

こ
こ
で
、
『
美
尾
津
玖
志
』
は
『
尾
張
』
を
基
に
採
歌
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

さ
て
、
『
美
尾
津
玖
志
』
は
、
『
美
濃
』
を
「
美
説
」
、
『
尾
張
』
を
「
尾

説
」
と
し
て
両
家
苞
を
比
較
論
評
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
注
の
形
式
は
、

冒
頭
に
『
美
濃
』
の
注
文
を
掲
げ
、
次
に
「
評
曰
」
と
し
て
両
家
苞
に
対

す
る
論
評
や
自
説
を
記
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『
尾
張
』
の
注
文
は
、

『
美
濃
』
の
よ
う
に
掲
げ
ら
れ
て
な
く
、
「
評
曰
」
の
中
で
適
宜
引
用
さ
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れ
る
と
い
う
具
合
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
尾
張
』
の
注
釈
は
、
『
美
濃
』
の
注
文
を
前
か
ら
順
に

適
宜
切
り
取
っ
て
引
用
し
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
の
論
評
や
自
説
を
割
り

注
の
形
で
加
え
る
と
い
う
形
式
を
繰
り
返
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

『
尾
張
』
が
『
美
濃
』
を
引
用
す
る
方
針
は
、
一
番
歌
注
の
冒
頭
に
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
【

】
が
割
り
注
部
分
）
。

（

４

）

初
句
は
も
じ
い
ひ
し
ら
ず
め
で
た
し
。
【
此
上
に
、
め
で
た
し
と
あ

り
。
さ
れ
ど
、
此
集
の
哥
い
づ
れ
か
め
で
た
か
ら
ざ
ら
ん
。
と
り

わ
き
て
ほ
む
る
は
中
々
な
る
わ
ざ
な
れ
ば
、
今
み
な
略
く
べ
し
。
】

す
な
わ
ち
、
実
際
に
は
『
美
濃
』
冒
頭
部
分
に
は
、
「
め
で
た
し
。
詞
め

（
５
）

で
た
し
。
初
句
は
も
じ
、
い
ひ
し
ら
ず
め
で
た
し
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る

○

が
、
傍
線
部
の
よ
う
な
褒
詞
は
省
く
と
い
う
方
針
で
あ
る
。
ま
た
、
『
尾

張
』
二
三
番
歌
注
に
も
「
又
み
の
の
家
苞
の
文
も
、
さ
せ
る
こ
と
な
き
は

は
ぶ
く
。
事
な
が
き
を
い
と
ひ
て
也
。
下
こ
れ
に
な
ら
ふ
べ
し
。
」
と
、

取
り
上
げ
る
に
値
し
な
い
注
文
は
省
く
と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
方
針
を
念
頭
に
置
い
て
『
美
尾
津
玖
志
』
と
『
美
濃
』
と
を
比
較

し
て
み
る
と
、
『
美
尾
津
玖
志
』
の
『
美
濃
』
引
用
が
『
尾
張
』
と
同
方

針
で
あ
る
と
の
印
象
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、『
美
尾
津
玖
志
』
と
『
尾
張
』

に
つ
い
て
、
『
美
濃
』
引
用
箇
所
を
比
較
し
て
み
た
。
す
る
と
、
『
美
尾

津
玖
志
』
の
『
美
濃
』
引
用
部
分
が
『
尾
張
』
の
そ
れ
と
ぴ
っ
た
り
一
致

す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

一
例
と
し
て
、
『
美
尾
津
玖
志
』
九
四
番
の
注
文
を
掲
げ
た
い
。
こ
れ

は
、
単
純
な
削
除
の
あ
る
『
美
濃
』
冒
頭
部
分
で
は
な
く
、
注
文
の
半
ば

か
ら
数
箇
所
が
省
か
れ
て
い
る
複
雑
な
例
で
あ
る
。
括
弧
内
に
は
、
削
除

さ
れ
て
い
る
『
美
濃
』
の
注
文
を
補
う
。

二
の
句
、
花
を
見
て
く
ら
せ
る
に
は
あ
ら
ず
。
尋
ね
き
て
、
い
ま
だ

見
ず
し
て
暮
ぬ
る
よ
し
な
り
。
（
花
を
た
づ
ね
て
の
意
也
。
ま
つ
と

し
も
な
き
と
い
へ
る
に
て
、
花
は
、
ま
て
共
い
ま
だ
え
み
ぬ
心
を
あ

ら
は
せ
り
。
）
も
し
既
に
見
た
る
に
し
て
は
、
尋
ね
き
て
と
い
へ
る

も
詮
な
く
、
四
の
句
の
か
け
合
も
力
な
し
。
新
拾
遺
集
俊
成
卿
の
歌

に
も
、
山
桜
咲
や
ら
ぬ
ま
は
く
れ
ご
と
に
ま
た
で
ぞ
見
け
る
春
の
夜

の
月
。
（
木
の
間
、
花
の
か
た
へ
も
ひ
ゞ
け
り
。
）
下
句
、
お
も
ひ

か
け
ざ
り
し
月
を
見
て
、
そ
れ
も
お
も
し
ろ
き
こ
と
に
て
も
あ
る
べ

け
れ
ど
、
（
四
の
句
の
さ
ま
、
）
さ
は
聞
え
ず
。
花
を
こ
そ
見
む
と

思
ふ
に
、
待
も
せ
ぬ
月
の
出
た
る
よ
と
思
ひ
て
、
月
を
ば
め
で
ぬ
方

に
聞
え
て
い
か
ゞ
。
右
の
俊
成
卿
の
歌
は
、
四
の
句
の
さ
ま
、
月
を

も
め
づ
る
方
に
聞
え
た
り
。
（
よ
く
味
ふ
べ
し
。
）

こ
の
『
美
尾
津
玖
志
』
に
お
け
る
『
美
濃
』
注
文
は
、
一
、
二
文
字
の
異

同
が
二
箇
所
に
あ
る
以
外
は
、
『
尾
張
』
の
そ
れ
と
全
く
一
致
す
る
。
つ

ま
り
、
『
美
尾
津
玖
志
』
の
『
美
濃
』
注
文
は
『
尾
張
』
か
ら
の
孫
引
き

で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
尾
張
』
で
は
切
れ
切
れ
に
引
用
さ
れ
て
い
た
も
の

が
一
続
き
に
ま
と
め
ら
れ
て
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
『
美
尾
津
玖
志
』
の
『
尾
張
』
受
容
態
度
に
つ
い
て
も
う

少
し
見
て
い
き
た
い
。
既
述
の
よ
う
に
、
『
美
尾
津
玖
志
』
は
『
尾
張
』

注
文
の
全
体
は
掲
げ
て
い
な
い
。
必
要
に
応
じ
て
引
用
し
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。
例
え
ば
、
四
〇
番
「
尾
説
い
ひ
し
ら
ず
め
で
た
く
、
申
む
ね
更
に

な
し
。
感
心
々
々
。
」
、
九
八
番
「
是
又
す
べ
て
尾
説
よ
ろ
し
。
申
す
旨

な
し
。
」
は
、
こ
れ
が
「
評
曰
」
部
分
の
全
文
で
、
『
尾
張
』
注
文
の
引

用
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
尾
説
」
と
あ
る
だ
け
で
『
尾
張
』
注
文
の
全

体
が
分
か
ら
な
い
注
釈
で
は
、
『
美
尾
津
玖
志
』
の
注
文
の
み
を
見
て
い

る
読
者
に
は
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
が
十
分
に
伝
わ
る
と
は
思
わ
れ

な
い
。
『
美
尾
津
玖
志
』
と
と
も
に
『
尾
張
』
を
も
開
い
て
い
る
読
者
で
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な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
注
釈
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
『
美
濃
』
に
は
採
ら
れ
ず
『
尾
張
』
で
追
加
さ
れ
た
歌
の
中
に

興
味
深
い
事
例
が
あ
る
。
一
五
番
「
評
曰
、
こ
の
説
の
如
し
。
…
（
略
）

…
」
、
五
四
番
「
評
曰
、
此
説
の
如
し
。
」
、
九
二
番
「
評
曰
、
此
説
の
如

し
。
…
（
略
）
…
」
、
九
七
番
「
評
曰
、
此
説
の
如
し
。
」
も
前
掲
の
四

〇
番
九
八
番
と
同
じ
く
、
『
尾
張
』
注
文
が
全
く
引
用
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
『
美
尾
津
玖
志
』
の
み
を
見
て
い
る
状
態
で
は
「
此
説
の
如
し
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
『
尾
張
』

に
対
し
て
、
通
常
用
い
て
い
る
「
尾
説
」
で
は
な
く
「
此
説
」
と
呼
ん
で

い
る
こ
と
で
あ
る
。「
此
」
は
近
く
に
あ
る
も
の
を
指
す
指
示
語
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
『
尾
張
』
を
「
此
説
」
と
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
『
尾
張
』

が
身
近
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
と
も
、
今
、
眼
前
に
『
尾
張
』
が
開
か
れ
て
置
い
て
あ

る
と
い
う
状
態
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

『
美
尾
津
玖
志
』
は
『
尾
張
』
を
参
看
し
な
が
ら
読
む
と
い
う
前
提
で
書

か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

『
美
尾
津
玖
志
』
は
、
『
尾
張
』
か
ら
の
『
美
濃
』
注
文
の
孫
引
き
や

自
注
の
読
解
に
『
尾
張
』
の
参
看
を
前
提
に
す
る
な
ど
、
表
立
た
な
い
形

で
『
尾
張
』
を
受
容
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
因
み
に
、
『
美
濃

尾
張
家
苞
く
ら
べ
』
も
両
家
苞
評
だ
が
、
そ
の
『
尾
張
』
受
容
は
単
純
で

（

６

）

露
わ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
尾
張
』
の
全
文
を
引
用
し
、
そ
の
後
に
「
本

居
先
生
を
甲
と
し
石
原
氏
を
乙
と
」
し
て
甲
乙
の
優
劣
を
述
べ
る
と
い
う

形
式
で
あ
る
。三

、
注
釈
姿
勢

『
美
尾
津
玖
志
』
に
は
著
者
名
も
序
文
も
な
い
の
で
、
誰
が
ど
の
よ
う

な
意
図
を
も
っ
て
著
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
五
七
番

歌
「
難
波
が
た
か
す
ま
ぬ
浪
も
か
す
み
け
り
う
つ
る
も
く
も
る
朧
月
夜
に

（
源
具
親
）
」
の
注
文
に
は
著
者
の
考
え
や
立
場
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で

き
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
評
曰
、
美
説
共
に
同
意
に
て
、

い
づ
れ
も
よ
ろ
し
。
」
の
後
に
続
け
て
、
「
さ
て
、
上
に
論
ら
ひ
お
く
べ

き
を
、
お
も
ふ
む
ね
あ
り
て
餘
た
り
。
い
は
ん
と
す
。
」
と
い
う
前
置
き

で
始
ま
る
長
大
な
文
章
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
新
古
今
和
歌
集
の
卓
越
し
た
価
値
を
世
に
知
ら
し
め
た
「
本

居
先
生
」
に
対
す
る
深
い
尊
敬
の
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
い

と
め
で
た
し
。
詞
め
で
た
し
。
」
な
ど
の
褒
詞
を
連
発
す
る
『
美
濃
』
に

対
し
て
、
新
古
今
和
歌
集
が
素
晴
ら
し
い
の
は
当
然
な
の
で
「
み
な
さ
し

置
て
論
ぜ
ざ
る
な
り
。
」
と
言
う
『
尾
張
』
を
批
判
す
る
。
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
『
美
濃
』
に
盲
目
的
に
追
従
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
美
説
の

み
な
が
ら
に
よ
ろ
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
そ
は
い
づ
れ
の
注
い
づ
れ
の
抄

に
も
、
た
が
ひ
に
得
た
る
得
ざ
る
は
の
が
れ
が
た
き
し
わ
ざ
に
し
あ
れ
ば
、

よ
き
は
よ
く
、
あ
し
き
は
あ
し
く
、
さ
だ
め
い
ふ
べ
き
」
な
の
に
、
『
美

濃
』
の
褒
詞
の
出
て
く
る
所
以
に
一
切
目
を
向
け
よ
う
と
し
な
い
で
捨
て

置
こ
う
と
す
る
『
尾
張
』
の
態
度
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
公
正
な

学
問
的
態
度
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
五
七
番
歌
の
結
句
「
朧
月
夜
に
」
の
「
に
」
に
つ
い
て
の
『
尾

張
』
の
批
判
に
対
し
て
も
、
そ
れ
は
自
分
が
立
て
た
理
論
に
当
て
は
め
て

言
っ
て
い
る
の
だ
と
『
美
尾
津
玖
志
』
は
反
論
す
る
。
引
き
続
い
て
、
一

般
論
か
ら
『
美
濃
』
『
尾
張
』
両
家
苞
の
批
判
に
及
ん
で
い
る
。
少
々
長

い
が
、
引
用
し
た
い
。

す
べ
て
い
か
な
る
英
雄
に
も
お
も
な
わ
す
人
の
心
に
に
て
、
お
の
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が
た
て
た
る
す
ぢ
異
な
る
も
の
な
れ
ば
、
お
の
が
よ
し
と
お
も
ふ

こ
と
を
人
々
中
々
に
わ
ろ
し
と
さ
た
し
、
人
の
わ
ろ
し
と
い
へ
る

を
お
の
れ
は
い
ひ
し
ら
ず
め
で
た
く
お
も
ふ
こ
と
あ
る
な
ん
、
い

は
ゆ
る
性
の
近
き
に
よ
る
類
な
め
れ
ば
、
古
人
の
歌
文
を
さ
た
し
、

あ
き
ら
め
ん
は
、
い
と
か
た
き
わ
ざ
に
し
て
、
解
得
た
り
と
お
も

ふ
こ
と
の
、
よ
み
ぬ
し
の
心
に
は
い
た
く
た
が
へ
る
こ
と
の
み
多

か
る
べ
け
れ
ば
、
よ
く
心
を
尽
し
て
、
わ
た
く
し
心
な
く
見
あ
き

ら
む
べ
き
こ
と
、
い
ふ
も
更
な
り
。
集
中
数
百
人
の
名
匠
、
ま
た

お
の

く
一
家
の
風
骨
あ
り
て
ひ
と
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
お
の
が
た

て
た
る
す
ぢ
に
引
合
せ
て
と
か
く
い
は
ん
は
、
い
と
み
だ
り
な
る

こ
と
ぞ
か
し
。
よ
く
そ
の
人
々
の
風
骨
に
つ
き
て
、
そ
の
一
首
の

妙
を
さ
へ
る
を
、
歌
と
い
ふ
こ
と
を
し
り
、
そ
の
さ
ま
を
知
れ
る

人
と
は
い
ふ
て
、
本
居
先
生
は
、
緩
急
照
応
を
説
き
玉
ふ
こ
と
は

古
今
未
習
理
な
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
上
下
の
か
け
合
せ
に
か
ゝ
づ

ら
ひ
な
づ
み
玉
ふ
こ
と
甚
し
き
よ
り
、
餘
韻
お
く
れ
て
曲
折
微
妙

不
可
思
議
の
所
に
失
お
は
し
ま
し
、
正
明
は
、
姿
詞
の
え
ん
に
う

る
は
し
う
て
風
調
の
よ
ろ
し
き
を
一
貫
の
論
と
た
て
た
る
よ
り
、

緩
急
照
応
の
妙
に
く
ら
く
、
換
骨
点
化
の
活
用
に
麁
漏
な
る
所
に

あ
り
て
、
互
に
両
全
を
得
ら
れ
ざ
る
は
、
こ
れ
み
な
み
づ
か
ら
の

た
て
た
る
す
ぢ
に
か
ゝ
は
り
玉
ふ
一
癖
に
し
て
、
も
と
づ
く
所
は

公
平
な
ら
ざ
る
よ
り
お
こ
れ
る
も
の
と
見
え
た
り
。
…
…
略
…
…
。

す
べ
て
、
か
や
う
に
な
め
し
き
こ
と
を
と
か
く
い
ひ
あ
げ
つ
ら
へ

る
を
、
み
な
こ
の
二
先
生
の
恩
頼
徳
沢
の
偏
き
御
蔭
に
て
、
さ
ら

マ
マ

に
然
様
一
己
の
見
解
に
い
で
た
る
こ
と
な
ら
ず
。
ゆ
め

く
そ
し

り
玉
ふ
こ
と
な
か
れ
と
こ
そ
。

こ
の
引
用
文
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
傍
線
部
で
あ
る
。
歌
の
批
評
を

す
る
態
度
に
つ
い
て
、
精
魂
を
傾
け
て
私
情
に
左
右
さ
れ
な
い
で
は
っ
き

り
と
見
極
め
ね
ば
な
ら
な
い
、
自
分
の
立
て
た
理
論
に
引
き
合
わ
せ
て
も

の
を
言
っ
て
は
な
ら
な
い
、
公
平
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
が
、
こ
の
引
用
文
の
前
の
箇
所
で
、
『
美

濃
』
の
褒
詞
や
結
句
の
「
に
」
に
対
す
る
『
尾
張
』
の
言
説
が
批
判
さ
れ

て
い
た
の
も
こ
の
立
場
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
『
美
尾
津

玖
志
』
の
著
者
の
注
釈
姿
勢
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ

れ
て
い
る
『
美
濃
』
『
尾
張
』
の
長
所
と
短
所
の
指
摘
も
公
平
で
的
確
な

も
の
と
言
え
、
『
美
尾
津
玖
志
』
注
釈
全
体
に
お
い
て
も
、
『
美
濃
』
『
尾

張
』
へ
の
批
評
は
、
ど
ち
ら
に
も
与
し
な
い
公
平
な
態
度
で
行
わ
れ
て
い

る
と
認
定
で
き
る
。

四
、
注
釈
の
特
徴

特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
上
述
し
た
よ
う
に
『
美
尾
津
玖
志
』
に
は
『
美

濃
』『
尾
張
』
に
採
ら
れ
て
い
な
い
歌
が
三
首
（
三
四
、
四
三
、
六
四
番
）

追
加
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
意
図
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
か
見
て
い
き
た
い
。

三
四
番
「
朝
霞
ふ
か
く
見
ゆ
る
や
煙
た
つ
む
ろ
の
屋
し
ま
の
わ
た
り
な

る
ら
ん
（
藤
原
清
輔
）
」
は
、
注
文
冒
頭
に
あ
る
「
こ
の
歌
さ
せ
る
ふ
し

は
な
け
れ
ど
、
姿
詞
と
も
に
め
で
た
く
見
ゆ
る
歌
な
る
を
、
美
説
共
に
は

ぶ
か
れ
た
る
意
を
し
ら
ず
。
」
と
い
う
一
文
に
追
加
の
意
図
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
傍
線
部
「
姿
詞
と
も
に
め
で
た
く
」
が
当
該
歌
を
評
価
す
る
理

由
で
あ
る
。
「
詞
め
で
た
し
」
は
『
美
濃
』
が
度
々
用
い
る
褒
詞
で
あ
る

し
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
五
七
番
歌
の
注
文
で
「
正
明
は
、
姿
詞
の
え
ん

に
う
る
は
し
う
て
風
調
の
よ
ろ
し
き
を
一
貫
の
論
と
た
て
た
る
」
と
指
摘
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す
る
『
尾
張
』
の
和
歌
評
価
基
準
と
も
重
な
る
。
つ
ま
り
、
両
家
苞
の
評

価
基
準
に
当
て
は
め
れ
ば
当
該
歌
は
採
歌
さ
れ
る
べ
き
だ
と
の
考
え
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
波
線
部
「
美
説
共
に
は
ぶ
か
れ
た
る
意
を
し
ら
ず
。
」

と
い
う
よ
う
に
、
両
家
苞
の
採
歌
基
準
に
は
気
付
い
て
い
な
い
。
当
該
歌

が
採
歌
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
実
は
作
者
が
清
輔
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

寺
島
恒
世
氏
「
新
古
今
注
『
尾
張
廼
家
苞
』
に
つ
い
て

注
釈
の
基
本
的

｜

態

度

」
に
は
、
も
と
も
と
『
美
濃
』
で
も
清
輔
歌
は
例
外
的
に
一
首

（
７
）

｜

（
一
八
四
三
番
）
し
か
採
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
一
首
も
前
代
歌

人
の
歌
と
し
て
『
尾
張
』
に
よ
っ
て
省
か
れ
た
旨
が
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

『
尾
張
』
の
採
歌
基
準
に
照
ら
せ
ば
、
当
該
歌
は
採
ら
れ
る
は
ず
が
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
三
番
「
心
あ
ら
ば
と
は
ま
し
物
を
梅
が
ゝ
に
誰
里
よ
り
か
匂
ひ
来
つ

ら
ん
（
源
俊
頼
）
」
の
注
文
に
は
、
「
こ
の
卿
は
や
ゝ
当
時
よ
り
年
代
古

き
よ
り
美
説
に
の
せ
ら
れ
ず
。
さ
れ
ど
、
か
ば
か
り
め
で
た
き
を
む
げ
に

除
く
こ
と
な
ら
ず
。
歌
ざ
ま
も
、
も
は
ら
当
時
の
勢
に
か
な
へ
る
を
や
。

…
（
略
）
…
姿
詞
共
に
う
る
は
し
く
て
め
で
た
き
歌
な
り
。
」
と
あ
る
。

作
者
が
前
代
歌
人
な
の
で
『
美
濃
』
に
と
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
承
知
の

上
で
、
な
お
も
採
歌
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
主
張
す
る
理
由
（
傍
線
部
）

は
両
家
苞
の
和
歌
評
価
基
準
と
合
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

六
四
番
「
つ
く

ぐ
と
春
の
な
が
め
の
さ
び
し
き
は
し
の
ぶ
に
つ
た
ふ

軒
の
玉
水
（
行
慶
）
」
の
注
文
末
尾
に
は
「
こ
の
歌
、
上
下
い
と
よ
く
と

ゝ
の
ひ
て
、
え
ん
に
も
、
い
う
に
も
聞
ゆ
る
也
。
春
雨
の
つ
れ

ぐ
な
る

さ
ま
、
い
と
あ
は
れ
に
を
か
し
き
を
、
美
尾
に
は
の
せ
ら
れ
ず
。
春
雨
の

ふ
る
き
姿
と
や
お
も
は
れ
け
ん
、
い
と
口
を
し
。
」
と
あ
る
。
当
該
歌
が

傍
線
部
の
如
く
『
美
濃
』
『
尾
張
』
の
和
歌
評
価
基
準
を
満
た
し
て
い
る

こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
家
苞
に
採
ら
れ
て
い
な
い
理
由

を
波
線
部
の
よ
う
に
推
量
し
ひ
ど
く
残
念
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
歌
の

姿
で
は
な
く
、
作
者
に
問
題
が
あ
っ
た
。
行
慶
は
前
代
歌
人
な
の
で
、
も

と
も
と
両
家
苞
に
一
首
も
採
ら
れ
て
い
の
で
あ
る
。

（

８

）

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
美
尾
津
玖
志
』
の
著
者
は
『
美
濃
』
『
尾

張
』
の
和
歌
評
価
基
準
に
つ
い
て
は
よ
く
承
知
し
て
い
て
、
そ
れ
に
合
致

し
て
い
て
自
分
が
良
い
と
思
う
歌
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
が
、
歌
人
に
関

す
る
両
家
苞
の
採
歌
基
準
の
認
識
に
欠
け
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
両

家
苞
に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
歌
で
あ
る
の
に
、
両
家
苞
評
と
い
う
枠
を
超

え
て
追
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
両
家
苞
へ
の
対
抗
心
や
強
い
自
負

心
が
窺
え
る
よ
う
に
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
『
美
尾
津
玖
志
』
に
存
し
て
い
る
五
八
首
の
う
ち
両
家
苞

比
較
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
『
美
尾
津
玖
志
』
に
よ
る
追
加
分

三
首
、
『
尾
張
』
に
よ
る
追
加
分
六
首
、
元
来
『
美
濃
』
に
歌
し
か
載
っ

て
い
な
か
っ
た
一
首
を
除
い
た
四
八
首
で
あ
る
。
但
し
、
七
九
番
は
両
家

苞
に
注
文
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
美
尾
津
玖
志
』
の
注
文
が
な
い
の

で
除
く
と
、
両
家
苞
評
が
あ
る
も
の
は
四
七
首
と
な
る
。

さ
て
、
美
尾
津
玖
志
』
の
両
家
苞
評
は
、
「
三
、
注
釈
姿
勢
」
の
引
用

文
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
両
家
苞
の
勝
負
判
定
を
単
純
に
記
し
た

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
短
い
評
も
あ
る
が
、
大
概
は
両
家
苞
を
詳
細
に

批
評
し
自
説
を
述
べ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
評
も
ど
ち
ら
か
一
方

に
加
担
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
箇
所
で
は
こ
ち
ら
を
、
別
の
箇
所
で
は

あ
ち
ら
を
支
持
し
た
り
逆
に
否
定
し
た
り
す
る
、
ま
た
修
正
や
補
正
を
す

る
、
飽
き
足
ら
な
い
場
合
は
自
説
を
開
陳
す
る
な
ど
複
雑
で
あ
る
。

両
家
苞
評
な
の
で
注
文
冒
頭
に
は
勝
負
判
定
が
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
が
、
実
は
単
純
な
勝
負
判
定
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
も
多
い
。
例
え

ば
、
「
評
曰
、
美
説
め
で
た
し
。
但
し
、
初
御
句
か
す
み
た
な
び
く
へ
か
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ゝ
れ
り
、
二
の
御
句
へ
つ
ゞ
け
て
は
こ
ゝ
ろ
う
べ
か
ら
ず
、
と
い
は
れ
た

る
は
い
か
ゞ
あ
ら
ん
。
」
（
二
番
）
、
「
評
曰
、
美
説
に
…
…
と
い
は
れ
た

る
は
、
よ
ろ
し
く
も
お
ぼ
え
ず
。
す
べ
て
尾
説
の
方
よ
ろ
し
。
さ
れ
ど
、

な
ほ
行
春
の
難
を

こ

た
く
言
ひ
解
く
こ
と
能
は
ず
。
」
（
五
番
）
、
「
評

（
ま
カ
）

曰
、
二
説
、
五
十
歩
百
歩
也
。
た
ゞ
し
、
美
に
と
き
は
も
岩
根
も
そ
め
ぬ

意
を
た
す
け
た
り
と
い
は
れ
た
る
は
、
め
で
た
し
。
」
（
六
六
番
）
な
ど

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
傍
線
部
の
但
し
書
き
や
逆
接
の
詞
を
用
い
て
、「
め

で
た
し
」
や
「
よ
ろ
し
」
な
ど
と
単
純
に
断
定
す
る
だ
け
で
は
伝
え
き
れ

な
い
内
容
を
補
足
し
て
い
る
。
両
家
苞
に
真
摯
に
向
き
合
っ
て
い
る
姿
勢

の
表
れ
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
例
が
十
数
例
、
さ
ら
に
は
勝
負
判

定
の
言
葉
も
な
く
い
き
な
り
批
評
が
始
ま
っ
て
い
る
も
の
が
二
〇
例
ほ
ど

あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
『
美
尾
津
玖
志
』
に
と
っ
て
は
勝
敗
の
判
定

を
下
す
こ
と
そ
れ
自
体
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
く
、
批
評
こ
そ
が
重
要
で

あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
『
美
尾
津
玖
志
』
が
両
家
苞
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か

を
、
『
美
尾
津
玖
志
』
が
追
加
し
た
三
首
及
び
『
美
尾
津
玖
志
』
の
評
が

欠
如
し
て
い
る
一
首
を
除
い
た
、
五
四
首
に
つ
い
て
分
類
し
て
み
る
と
次

の
如
く
で
あ
る
。
（
美
説
＝
『
美
濃
』
、
尾
説
＝
『
尾
張
』
）

〈
美
説
・
賛
同
〉
一
三
、
〈
美
説
・
否
定
〉
七
、
〈
尾
説
・
賛
同
〉
一
五
、

〈
尾
説
・
否
定
〉
一
一
、
〈
両
説
・
賛
同
〉
三
、
〈
両
説
・
否
定
〉
二
、

〈
両
説
・
一
長
一
短
〉
二
、
〈
両
説
へ
の
言
及
な
し
〉
三

前
述
し
た
よ
う
に
、
一
つ
の
注
文
内
に
お
い
て
同
じ
家
苞
が
褒
め
ら
れ
た

り
批
判
さ
れ
た
り
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
挙
げ
た
数
量
は

大
体
の
も
の
で
あ
る
が
、
数
量
的
に
は
両
家
苞
へ
の
評
価
に
は
そ
れ
ほ
ど

の
差
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
『
美
尾
津
玖
志
』
に
自
説
の
記
述
が
多
い

と
い
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
逆
に
自
説
が
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
も

の
を
挙
げ
る
と
四
首
し
か
な
い
。

次
に
取
り
あ
げ
る
特
徴
は
、
初
学
へ
の
教
訓
的
な
言
辞
が
目
立
つ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
煩
瑣
で
あ
る
が
、
用
例
を
挙
げ
る
。
「
然
る
を
初
学
あ

る
ひ
は
こ
れ
を
…
…
難
あ
る
ま
じ
き
や
う
に
も
お
も
ふ
め
り
な
。
か
な
ら

ず
し
も
し
か
に
は
な
ら
ず
。
」
（
一
番
）
、
「
…
…
心
す
べ
き
こ
と
勿
論
な

り
。
」
（
一
六
番
）
、
「
歌
は
餘
韻
を
大
切
に
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
そ
れ
を

第
一
と
し
て
解
く
べ
き
な
り
。
」
（
二
四
番
）
、
「
よ
く

く
一
首
の
上
を

熟
読
翫
味
す
べ
き
な
り
。
」
（
二
五
番
）
、
「
す
べ
て
、
か
う
や
う
の
こ
と

を
と
か
く
論
ず
る
は
畢
竟
無
益
な
る
こ
と
な
れ
ど
、
一
わ
た
り
は
心
得
お

き
た
ら
ん
も
又
罪
な
き
こ
と
な
り
。
」
（
四
五
番
）
、
「
初
学
あ
る
ひ
は
ま

ど
は
ん
事
を
お
も
ひ
て
、
う
る
さ
き
ま
で
。
」
（
五
一
番
）
、
「
然
る
を
、

初
学
あ
る
ひ
は
難
評
し
て
…
…
と
も
お
も
ふ
な
る
べ
し
。
」
（
六
二
番
）
、

「
か
や
う
の
所
を
よ
く
心
得
ざ
れ
ば
、
春
（
昔
）
の
歌
の
趣
も
み
え
が
た

マ
マ

く
、
み
づ
か
ら
の
も
よ
き
は
よ
み
が
た
き
わ
ざ
ぞ
か
し
。
」
（
六
三
番
）
、

「
近
代
の
人
、
多
く
は
か
ゝ
る
所
に
心
を
よ
す
る
こ
と
な
く
、
た
ゞ
詞
の

せ
ん
さ
く
に
の
み
か
ゝ
づ
ら
ふ
は
、
い
ふ
か
ひ
な
き
こ
と
な
り
。
」
（
八

六
番
）
、
「
よ
く
本
歌
と
引
合
せ
て
心
得
べ
し
。
」
（
九
一
番
）
、
「
軽
易
に

み
る
べ
か
ら
ず
。
」
（
九
三
番
）
な
ど
で
あ
る
。

用
例
中
に
「
初
学
」
と
い
う
言
葉
が
度
々
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

『
美
尾
津
玖
志
』
が
対
象
と
し
て
い
る
読
者
が
「
初
学
」
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
の
「
初
学
」
が
歌
人
で
あ
る
こ
と
は
、
六
三
番
歌
注
に
「
み

づ
か
ら
の
も
よ
き
は
よ
み
が
た
き
わ
ざ
ぞ
か
し
」
と
あ
る
こ
と
で
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
こ
に
引
用
し
た
言
辞
を
総
合
し
て
み
る
と
、『
美
尾
津
玖
志
』

は
、
和
歌
初
心
者
に
対
し
て
、
歌
人
と
し
て
心
得
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

知
識
や
教
養
、
心
構
え
な
ど
を
教
え
て
、
そ
の
作
歌
活
動
を
助
け
る
と
い

う
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
『
美
尾
津
玖
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志
』
の
著
者
が
こ
の
よ
う
な
教
授
を
す
る
の
に
相
応
し
い
、
か
な
り
和
歌

に
通
じ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
実
際
、
『
美
濃
』
『
尾
張
』
両
家
苞
に

対
す
る
鋭
く
詳
細
な
批
評
内
容
か
ら
も
容
認
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
『
美
尾
津
玖
志
』
を
読
ん
で
い
て
気
付
い
た
こ
と
が
も
う

一
つ
あ
る
。「
て
に
を
は
」
す
な
わ
ち
助
詞
に
対
す
る
強
い
関
心
で
あ
る
。

「
は
」
「
も
」
「
の
」
「
に
」
「
が
」
「
ぞ
」
な
ど
に
つ
い
て
の
言
及
が
目
立

つ
。
「
て
に
を
は
」
は
歌
人
な
ら
ば
み
な
関
心
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

し
、
『
美
濃
』
で
も
度
々
言
及
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
『
美
尾
津

玖
志
』
の
理
解
と
関
心
は
格
別
に
深
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
次
に
、
少

々
長
文
で
は
あ
る
が
、
助
詞
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
の
あ
る
一
番
歌
注

の
全
文
を
掲
げ
、
合
わ
せ
て
『
美
尾
津
玖
志
』
注
釈
の
実
態
の
紹
介
と
し

た
い
。

春
た
つ
心
を
よ
み
侍
け
る

摂
政
太
政
大
臣

み
よ
し
野
は
や
ま
も
か
す
み
て
し
ら
雪
の
ふ
り
に
し
里
に
春
は
来
に
け
り

初
句
は
も
じ
、
い
ひ
し
ら
ず
め
で
た
し
。
の
と
も
や
と
も
あ
ら
ん
は
、

○

○

○

よ
の
つ
ね
な
る
べ
し
。

評
曰
、
美
説
、
初
句
は
も
じ
、
い
ひ
し
ら
ず
め
で
た
し
、
の
と
も
や
と

○

○

○

も
あ
ら
ん
は
よ
の
つ
ね
な
る
べ
し
と
い
は
れ
た
る
を
、
尾
説
に
畢
竟
は

口
調
を
い
た
は
る
為
に
枉
て
は
と
の
た
ま
へ
る
な
れ
ば
、
は
も
じ
は
ほ

○

○

め
奉
る
こ
と
も
な
し
、
下
に
い
ふ
べ
き
も
ゝ
じ
を
上
に
い
ひ
て
、
め
で

○

た

し

と
ゝ
の
へ
玉
へ
る
な
れ
ば
、
此
も
ゝ
じ
を
こ
そ
ほ
め
奉
る
べ
く

（
く
カ
）

○

は
有
け
れ
と
い
へ
る
、
互
に
英
傑
の
明
断
と
お
ぼ
へ
た
り
。
但
し
い
づ

れ
も
一
得
一
失
あ
り
て
、
美
に
は
も
じ
を
の
み
め
で
ゝ
、
も
ゝ
じ
を
い

○

○

は
ざ
る
こ
と
千
慮
の
一
失
、
尾
に
も
ゝ
じ
を
の
み
い
ひ
て
、
は
も
じ
を

○

○

解
し
得
ざ
る
も
明
玉
の
瑕
瑾
と
い
ふ
べ
し
。
い
で
や
、
そ
の
よ
し
く
は

し
く
弁
へ
ん
と
す
る
に
、
美
に
は
も
じ
を
し
も
と
り
わ
き
て
ほ
め
ら
れ

○

た
る
は
、
か
い
な
で
人
な
ら
ん
に
は
、
か
な
ら
ず
や
と
か
の
と
か
い
ふ

○

○

べ
き
所
な
る
を
、
こ
の
公
の
古
風
お
わ
は
す
る
よ
り
、
か
く
は
と
お
か

（
衍
カ
）

○

れ
た
る
が
い
ひ
し
ら
ず
め
で
た
き
か
ら
に
は
い
は
れ
た
れ
ど
、
そ
の
は○

と
あ
る
が
め
で
た
き
意
を
ば
く
は
し
く
い
ひ
お
か
れ
ざ
る
よ
り
、
正
明

の
語
路
の
宛
転
に
不
足
ぬ
所
あ
る
よ
り
心
を
え
ら
れ
た
る
も
の
也
と
い

ふ
や
う
の
説
さ
へ
い
で
き
に
た
り
。
お
の
れ
は
た
美
説
の
め
で
た
し
と

あ
る
意
は
し
ら
ね
ど
、
そ
は
お
の
れ
が
め
で
た
し
と
お
も
ふ
こ
と
を
い

ふ
べ
し
。
そ
も
、
い
に
し
へ
な
ら
の
京
に
お
は
し
ま
し
ゝ
ほ
ど
は
、
大

和
国
に
て
は
吉
野
山
の
い
と
高
く
奥
深
き
よ
り
、
高
き
こ
と
を
い
ひ
奥

深
き
所
を
い
は
ん
と
し
思
ば
、
つ
ね
に
此
山
を
と
り
出
て
い
ふ
が
な
ら

は
し
の
や
う
な
り
け
る
よ
り
、
今
の
京
に
な
り
て
後
も
、
な
ほ
そ
の
か

み
を
な
ら
ひ
て
、
し
か
よ
み
来
れ
る
也
。
古
今
集
に
、
は
る
が
す
み
た

て
る
や
い
づ
こ
み
よ
し
の
ゝ
よ
し
の
ゝ
山
に
雪
は
ふ
り
つ
ゝ
、
拾
遺
集

に
、
は

な

た
つ
と
い
ふ
ば
か
り
に
や
み
よ
し
の
ゝ
山
も
か
す
み
て
け

（
る
カ
）

さ
は
見
ゆ
ら
ん
な
ど
あ
る
を
は
じ
め
、
あ
る
也
。
立
春
の
心
を
よ
め
る

を
、
み
な
そ
の
高
山
と
あ
る
よ
し
の
山
を
と
り
出
て
い
へ
る
こ
と
し
る

べ
し
。
さ
る
を
、
こ
の
公
の
そ
の
意
を
よ
く
得
玉
ひ
て
、
い
づ
こ
は
あ

れ
、
と
る
は
そ
の
高
山
と
き
こ
ゆ
る
よ
し
の
山
を
と
り
出
玉
ひ
て

又
（
マ
マ
）

よ
し
の
は
と
初
句
に
は
お
き
玉
へ
る
な
り
。
然
る
を
初
学
、
あ
る
ひ
は

こ
れ
を
み
よ
し
の
や
と
い
ひ
て
も
高
山
な
る
趣
を
し
ら
す
る
に
難
あ
る

ま
じ
き
や
う
に
も
お
も
ふ
め
り
な
。
必
し
も
し
か
に
は
な
ら
ず
。
元
来
、

は
ゝ
物
を
と
り
出
て
分
つ
意
の
詞
、
た
ゞ
お
い
ら
か
に
や
の
と
は
い
ひ

○

○

○

玉
は
で
、
多
か
る
山
々
の
中
よ
り
と
り
分
て
、
み
よ
し
の
は
と
、
わ
け

の
玉
へ
る
が
い
ひ
し
ら
ず
め
で
た
き
也
。
然
ら
ば
、
み
よ
し
の
ゝ
山
は

と
い
は
で
は
と
、
い
ふ
人
も
あ
ら
ん
が
、
そ
れ
は
た
、
さ
る
意
な
ら
ず
。
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美
よ
し
の
は
と
打
出
た
る
は
、
そ
の
所
を
ひ
ろ
く
さ
し
て
い
は
れ
た
る

に
て
、
山
は
さ
ら
也
、
故
郷
も
、
こ
の
は
も
じ
の
う
ち
に
あ
ら
り
た
る

○

（
マ
マ
）

も
の
な
り
。
か
く
や
う
に
い
ふ
は
所
の
例
に
て
拾
集
の
中
に
も
こ
れ
か

（
撰
カ
）

れ
あ
る
こ
と
な
り
。
人
は
し
ら
ず
正
明
の
た
ゞ
語
路
の
宛
転
に
な
ど
洩

□
□
□
過
り
た
る
は
い
か
に
ぞ
や
。
さ
て
は
そ
の
意
は
、
は
る
か
に
山

は
深
山
な
れ
ど
、
其
中
に
一
番
高
い
よ
し
の
山
ま
で
も
か
す
ん
で
、
此

中
し
ら
ゆ
き
の
お
い
て
ゐ
た
山
の
い
ふ
も
更
也
故
郷
に
て
も
か
す
ん
で

春
は
来
ら
ん
と
也
。
二
句
山
も
の
下
に
ま
で
と
い
ふ
詞
を
そ
へ
て
き
く

○

べ
し
。
美
説
は
も
じ
の
解
は
い
か
ゞ
な
れ
ど
、
尾
の
も
ゝ
じ
の
解
は
げ

○

○

に
よ
く
も
と
き
得
ら
れ
た
り
。

こ
の
注
文
を
見
る
と
、
こ
れ
だ
け
の
長
文
が
ほ
と
ん
ど
助
詞
「
は
」
に

関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。
「
は
」
に
関
す
る
注
文
内
容
を

簡
単
に
辿
っ
て
い
き
た
い
。
『
美
濃
』
は
初
句
の
助
詞
に
つ
い
て
、
「
の
」

や
「
や
」
で
な
く
「
は
」
を
用
い
た
こ
と
を
非
常
に
褒
め
る
。
そ
れ
に
対

し
て
『
尾
張
』
が
か
え
っ
て
二
句
の
「
も
」
の
方
を
褒
め
る
べ
き
だ
と
反

論
し
た
の
を
受
け
て
、『
美
尾
津
玖
志
』
は
両
方
に
賛
意
を
表
し
な
が
ら
、

『
美
濃
』
が
「
は
」
を
褒
め
た
理
由
を
詳
し
く
述
べ
て
い
な
い
の
で
、
か

わ
り
に
自
分
の
思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
る
と
言
う
。
吉
野
山
が
高
山
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
例
歌
を
示
し
、
作
者
も

そ
の
認
識
を
も
っ
て
吉
野
山
を
選
ん
で
「
み
よ
し
の
は
」
と
初
句
に
置
い

た
と
言
う
。
和
歌
初
心
者
の
読
者
に
対
し
て
、
初
学
は
「
み
よ
し
の
や
」

で
も
高
山
の
趣
を
表
現
す
る
の
に
悪
く
は
な
い
と
思
う
だ
ろ
う
が
、
そ
う

で
は
な
い
の
だ
と
「
は
」
の
意
味
を
説
く
。
元
来
、
「
は
」
は
物
を
と
り

出
し
て
区
別
す
る
意
味
の
詞
で
、
た
だ
あ
っ
さ
り
と
「
や
」
や
「
の
」
と

言
わ
な
い
で
、
沢
山
あ
る
山
々
の
中
か
ら
吉
野
山
を
特
別
扱
い
し
て
「
み

よ
し
の
は
」
と
区
別
し
て
作
者
が
詠
ん
だ
こ
と
が
非
常
に
素
晴
ら
し
い
の

だ
と
言
う
。
そ
れ
で
は
「
み
よ
し
の
ゝ
や
ま
は
」
と
詠
ま
な
く
て
は
い
け

な
い
の
で
は
と
言
う
ひ
と
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
な

い
、
「
み
よ
し
の
は
」
と
詠
み
出
し
た
の
は
、
そ
の
場
所
を
広
く
指
し
て

言
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
山
は
勿
論
の
こ
と
、
故
郷
も
、
こ
の
「
は
」
の
中

に
（
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
）
と
言
う
。
な
お
、
文
が
乱
れ
て
い
る
の

で
括
弧
内
は
推
測
し
て
補
っ
た
。

こ
こ
で
説
明
し
て
い
る
「
は
」
の
意
味
用
法
が
非
常
に
興
味
深
い
。

「
は
」
は
、
『
広
辞
苑
』
で
は
「
（
係
助
詞
）
体
言
・
副
詞
・
形
容
詞
や

助
詞
な
ど
を
受
け
、
そ
れ
に
関
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
物
事
を
取
り
あ

げ
て
示
す
。
（
以
下
略
）
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
較
べ
て
み

る
と
『
美
尾
津
玖
志
』
の
「
元
来
、
は
ゝ
物
を
と
り
出
て
分
つ
意
の
詞
」

○

と
い
う
指
摘
は
的
確
な
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
は
」
の
意

味
を
踏
ま
え
て
行
っ
た
「
美
よ
し
の
は
と
打
出
た
る
は
、
そ
の
所
を
ひ
ろ

く
さ
し
て
い
は
れ
た
る
に
て
、
山
は
さ
ら
也
、
故
郷
も
、
こ
の
は
も
じ
の

○

う
ち
に
あ
ら
り
た
る
も
の
な
り
。
」
と
い
う
解
釈
は
優
れ
た
も
の
だ
と
思

（
マ
マ
）

わ
れ
る
が
、
同
様
の
解
釈
が
『
新
古
典
日
本
文
学
大
系
』
で
も
示
さ
れ
て

（

９

）

い
る
。『
美
尾
津
玖
志
』
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
拾
遺
和
歌
集
一
番
の
歌
「
は

な

た
つ
と
い
ふ
ば
か
り
に
や
み
よ
し
の
ゝ
山
も
か
す
み
て
け
さ
は
見
ゆ

（
る
カ
）

ら
ん
」
は
、
現
代
で
は
本
歌
と
認
定
さ
れ
て
い
る
が
、
『
新
古
典
日
本
文

学
大
系
』
で
は
、
こ
の
本
歌
を
踏
ま
え
て
「
こ
の
山
と
里
を
総
括
す
る
の

が
初
句
で
、
そ
の
た
め
本
歌
の
「
の
」
を
「
は
」
に
改
め
る
。
」
と
注
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
番
歌
の
注
釈
に
は
、
『
美
尾
津
玖
志
』
の
著
者
の
助

詞
に
対
す
る
強
い
関
心
と
深
い
理
解
と
が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

以
上
、
『
美
尾
津
玖
志
』
に
つ
い
て
気
付
い
た
点
を
思
い
つ
く
ま
ま
述

べ
て
き
た
が
、
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

『
美
尾
津
玖
志
』
は
『
美
濃
』
『
尾
張
』
を
比
較
論
評
し
た
所
謂
両
家

苞
評
で
あ
る
が
、
同
じ
く
両
家
苞
評
で
あ
る
『
美
濃
尾
張
家
苞
く
ら
べ
』

と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
『
美
濃
尾
張
家
苞
く
ら
べ
』
は
、
掲
出
し

た
『
尾
張
』
の
注
文
の
後
に
両
家
苞
の
勝
敗
を
簡
単
に
記
し
た
も
の
で
あ

る
。
時
に
詳
細
な
自
説
を
加
え
る
場
合
も
あ
る
が
、
概
ね
簡
略
な
注
で

あ
る
。
論
評
よ
り
も
、
両
家
苞
を
著
者
が
ど
の
よ
う
に
判
定
し
た
か
と
い

（
１
０
）

う
点
に
重
き
が
置
か
れ
た
注
釈
書
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
美

尾
津
玖
志
』
は
、
勝
負
の
判
定
を
下
し
て
い
な
い
注
も
多
い
上
に
内
容
も

概
ね
詳
細
で
、
比
較
論
評
を
主
体
と
す
る
注
釈
書
だ
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
『
美
尾
津
玖
志
』
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る

と
、
そ
の
注
釈
に
向
き
合
う
姿
勢
は
両
家
苞
に
対
し
て
公
平
で
、
座
右
に

『
尾
張
』
を
置
い
た
和
歌
の
初
心
者
を
読
者
に
想
定
し
て
教
訓
も
交
え
な

が
ら
、
自
説
も
加
え
て
両
家
苞
を
論
評
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
そ
の
注
釈
内
容
は
両
家
苞
に
較
べ
て
決
し
て
遜
色
が
な
い

と
思
わ
れ
る
。
『
美
尾
津
玖
志
』
の
著
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
歌
学
に
通

じ
、
両
家
苞
の
著
者
を
尊
崇
し
、
そ
の
歌
学
上
の
立
場
や
長
短
を
も
深
く

理
解
し
て
い
る
人
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
現
在
の
と
こ
ろ
『
美
尾
津
玖
志
』
の
伝
本

が
僅
か
一
本
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
「
翻
刻
「
新

古
今
集
美
尾
津
玖
志
」
解
説
」
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
三
一
番
「
う

ぐ
ひ
す
の
涙
の
つ
ら
ゝ
打
と
け
て
ふ
る
す
な
ら
ず
や
春
を
し
る
ら
ん
（
惟

（
マ
マ
）

明
親
王
）
」
の
注
文
に
「
本
末
た
が
へ
る
こ
と
に
し
て
あ
や
ま
り
な
る
よ

し
、
冬
歌
に
い
ふ
べ
し
。
」
と
あ
る
の
で
冬
歌
の
注
釈
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
窺
わ
れ
、
福
井
氏
が
家
蔵
さ
れ
て
い
た
と
い
う
四
季
部
五
冊
本
の

発
見
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注

（
１
）

『
新
古
今
和
歌
集
の
研
究
』
（
星
野
書
店
、
一
九
四
四
年
。
／

『
増
補

新
古
今
和
歌
集
の
研
究
』
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
三

年
）
。
以
下
、
小
島
氏
の
引
用
は
こ
れ
に
拠
る
。

（
２
）

寺
島
恒
世
「
新
古
今
注
『
尾
張
廼
家
苞
』
に
つ
い
て

注
釈
の

｜

基
本
的
態
度

」
（
『
山
形
大
学
紀
要
・
人
文
科
学
』
第

卷

｜

14

号
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
）
の
「
二

注
釈
の
対
象
」
参
照
。

3こ
の
御
論
で
、
『
尾
張
廼
家
苞
』
は
、
『
美
濃
』
か
ら
藤
原
清

輔
歌
（
一
八
四
三
番
）
を
省
い
て
い
る
の
で
総
歌
数
が
九
一
七

首
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）

野
崎
典
子
・
室
田
由
利
子
・
井
上
明
子
「
翻
刻
「
新
古
今
集
美

尾
津
玖
志
」
」
（
愛
知
県
立
大
学
『
説
林
』
Ⅹ
、
一
九
六
三
年

一
月
）
の
解
説
で
あ
る
。
以
下
、
『
美
尾
津
玖
志
』
の
本
文
引

用
は
こ
の
翻
刻
に
拠
る
が
、
誤
植
等
は
原
本
に
よ
っ
て
直
し
、

句
読
点
、
濁
点
、
記
号
な
ど
を
私
に
付
し
た
。
ま
た
、
歌
番
号

は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

（
４
）

『
尾
張
廼
家
苞
』
の
引
用
は
、
『
新
古
今
集
古
注
集
成

近
世

新
注
編
２
』
（
寺
島
恒
世
、
翻
刻
・
解
題
。
笠
間
書
院
、
二
〇

一
四
年
）
に
拠
る
。
傍
線
は
私
に
付
す
。

（
５
）

『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
引
用
は
、
『
新
古
今
集
古
注
集
成

近

世
新
注
編
１
』
（
石
川
泰
水
、
翻
刻
・
解
題
。
笠
間
書
院
、
二
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〇
〇
四
年
）
に
拠
る
。
傍
線
は
私
に
付
す
。

（
６
）

林
重
義
『
美
濃
尾
張
家
苞
く
ら
べ
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
〇

二
年
）
。

（
７
）

注
（
２
）
掲
載
論
文
の
「
二

注
釈
の
対
象

ｂ

歌
人
に
つ
い

て
」
の
章
参
照
。

（
８
）

前
に
同
じ
。

（
９
）

田
中
裕
・
赤
瀬
信
吾

校
注
『
新
古
今
和
歌
集
』
（
『
新

日
本

古
典
文
学
大
系
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
。

（

）

田
中
康
二
『
本
居
宣
長
の
国
文
学
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一

10

五
年
）
、
「
第
一
部

本
居
宣
長
の
著
作
の
受
容
・
第
三
章

『
新
古
今
集
美
濃
の
家
づ
と
」
受
容
史
」
の
「
五
、「
家
づ
と
」

比
較
論

林
重
義
『
美
濃
尾
張
家
苞
倶
羅
倍
』
」
参
照
。

｜


