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古
風
長
歌
の
復
興
と
そ
の
凋
落

中

澤

伸

弘

　

徳
川
時
代
中
期
に
興
つ
た
、
所
謂
国
学
は
和
歌
の
方
面
に
お
い
て

自
由
な
詠
み
方
を
導
い
た
と
言
へ
る
。
殊
に
、
古
代
を
「
直
く
猛

き
」
心
清
い
時
代
と
捉
へ
た
国
学
者
歌
人
は
、
万
葉
集
に
代
表
さ
れ

る
古
風
の
歌
を
詠
む
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
古
風
の
歌
こ
そ
が
、

我
が
国
の
元
来
の
心
を
歌
ふ
に
相
応
し
い
と
考
へ
た
が
た
め
で
あ
る
。

そ
の
中
に
も
万
葉
長
歌
は
古
風
の
歌
の
代
表
的
な
も
の
と
さ
れ
、
そ

れ
故
徳
川
時
代
中
期
以
降
の
国
学
の
盛
ん
な
時
代
に
は
、
長
歌
は
多

く
の
国
学
系
歌
人
に
詠
ま
れ
た
が
、
こ
れ
も
時
代
の
推
移
と
共
に
そ

の
詠
風
に
変
化
を
き
た
し
た
の
も
事
実
で
あ
つ
た
。
古
風
の
長
歌
を

ど
の
や
う
に
詠
む
べ
き
か
、
そ
の
反
省
の
あ
つ
た
一
方
で
批
判
も
重

な
り
、
明
治
以
降
新
体
詩
の
盛
行
や
新
た
な
る
和
歌
の
革
新
に
よ
り

長
歌
は
急
速
に
顧
み
ら
れ
な
く
な
つ
て
い
つ
た
。
そ
れ
は
恰
も
国
学

の
学
的
分
解
と
発
展
的
衰
退
の
軌
跡
と
同
じ
で
あ
つ
た
。
国
学
と
共

に
復
興
し
た
長
歌
は
そ
の
後
の
国
学
の
歩
み
と
同
じ
道
を
辿
つ
た
の

で
あ
る
。

一
、

　

我
が
国
の
現
存
最
古
の
歌
集
万
葉
集
に
、
新
た
な
註
を
施
し
た
の

は
契
沖
の
大
き
な
業
績
で
あ
つ
た
。
そ
の
功
を
さ
ら
に
深
め
、
万
葉

振
り
の
歌
を
詠
む
こ
と
に
主
眼
を
お
い
た
の
は
賀
茂
真
淵
で
あ
つ
た
。

古
い
歌
に
は
真
心
が
詠
ま
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ

は
後
に
「
契
沖
法
師
、
荷
田
東
麿
の
二
人
同
時
に
起
り
立
て
、
専
ら

古
言
を
解
釈
初
し
よ
り
続
い
て
加
茂
縣
居
翁
は
じ
め
て
古
風
に
復
し

て
長
短
歌
を
作
調
へ
ら
れ
た
り
、
是
ぞ
歌
の
本
義
の
再
び
世
に
顕
れ

初
し
糸
口
に
な
ん
有
け
る
」
と
称
賛
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
（
１
（。

中
で
も
万
葉
の
代
表
歌
人
の
多
く
が
格
調
高
き
長
歌
を
詠
ん
で
ゐ
る

こ
と
に
注
目
し
、
長
歌
に
古
代
の
歌
の
真
髄
、
換
言
す
れ
ば
和
歌
の

本
源
を
考
へ
、
そ
れ
を
詠
む
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た
の
で
あ
つ
た
。

記
紀
歌
謡
二
四
〇
余
首
中
九
三
首
、
万
葉
集
に
は
四
五
〇
〇
余
首
中

二
六
九
首
の
長
歌
が
存
す
る
が
、
そ
れ
を
評
し
て
真
淵
は
「
長
歌
こ
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そ
多
く
つ
づ
け
な
ら
ふ
べ
き
な
れ
、
こ
は
古
事
記
、
日
本
紀
に
も
多

か
れ
ど
、
種
々
の
体
を
あ
げ
た
る
は
万
葉
な
り
、
其
く
さ
〳
〵
を
観

て
ま
ね
ぶ
べ
し
」「
長
歌
は
様
々
な
る
中
に
強
く
古
く
雅
び
た
る
を

よ
し
と
す
、
言
も
そ
れ
に
つ
け
た
る
を
用
ゐ
、
短
歌
に
は
鄙
び
て
聞

ゆ
る
も
是
に
用
ゐ
て
中
々
に
古
く
面
白
き
あ
り
」
と
言
う
た
の
で
あ

つ
た
。
こ
の
や
う
に
長
歌
の
復
興
に
志
し
た
真
淵
は
長
歌
に
つ
い
て

そ
の
著
『
に
ひ
ま
な
び
』
に
さ
ら
に
続
け
て
つ
ぎ
の
や
う
に
言
ふ
の

で
あ
つ
た
。

　
　

･

さ
て
は
古
へ
は
、
思
ふ
事
多
き
時
は
長
歌
を
よ
め
り
、
又
短
歌

も
、
数
多
く
い
ひ
て
心
を
は
た
せ
し
も
有
、
後
の
人
は
、
多
く

の
事
を
短
歌
一
ト
つ
に
入
ぬ
れ
ば
、
ち
い
さ
き
ゑ
袋
に
物
多
く

こ
め
た
ら
ん
如
く
し
て
、
心
い
や
し
く
、
調
べ
も
歌
の
如
く
も

あ
ら
ず
な
り
行
ぬ

　

歌
は
お
ほ
ら
か
に
詠
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
そ
こ
に
長

歌
の
歌
徳
が
あ
る
の
で
あ
り
、
三
十
一
文
字
に
あ
れ
こ
れ
と
詠
む
と

繁
雑
と
な
り
歌
の
雅
や
か
さ
に
欠
け
る
こ
と
と
な
る
と
主
張
し
た
の

で
あ
つ
た
。
長
歌
の
復
興
は
か
や
う
に
国
学
の
興
隆
と
大
い
に
関
係

す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
自
ら
も
長
歌
に
親
し
ん
だ
事
は
『
賀
茂
翁

家
集
』
巻
二
に
二
十
二
首
の
長
歌
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

　

こ
の
や
う
に
長
歌
を
奨
励
し
た
真
淵
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
門
人
の

受
取
方
は
区
々
で
あ
つ
た
。
江
戸
の
直
門
に
つ
ら
な
る
村
田
春
海
は

師
の
教
へ
を
受
け
、
思
ふ
こ
と
が
多
い
時
に
は
長
歌
を
詠
む
べ
き
だ

と
、『
う
た
か
た
り
』
に
記
し
た
。
そ
れ
も
古
い
形
を
尊
ん
だ
の
で

あ
る
。「
古
の
長
歌
は
そ
の
さ
ま
巧
に
し
て
事
を
述
ぶ
る
こ
と
広
く

詞
少
く
し
て
心
深
し
、
後
の
長
歌
は
其
さ
ま
拙
く
し
て
事
を
述
ぶ
る

こ
と
狭
く
詞
い
た
づ
ら
に
長
く
し
て
心
は
浅
く
お
ろ
そ
か
な
り
」
と

断
つ
た
上
で

　
　

･

か
く
降
り
た
る
世
に
し
て
め
づ
ら
か
に
新
な
る
事
を
一
ふ
し
よ

み
い
で
て
古
人
に
も
は
づ
ま
じ
き
わ
ざ
を
な
し
え
て
む
も
の
は

た
ゞ
長
歌
な
り
、
今
よ
り
後
の
世
に
詞
の
は
や
し
に
遊
び
て
こ

の
道
に
才
か
し
こ
か
ら
む
人
は
こ
ゝ
に
心
を
深
む
事
こ
そ
あ
ら

ま
ほ
し
け
れ

と
の
べ
、
長
歌
を
学
ぶ
三
つ
の
姿
を
言
ふ
の
で
あ
つ
た
。
其
の
三
つ

と
は
「
藤
原
、
奈
良
朝
の
盛
り
の
姿
」「
古
と
後
世
の
詞
を
用
ゐ
て

綾
あ
る
姿
」「
古
今
集
よ
り
こ
の
方
の
な
だ
ら
か
な
詞
を
用
ゐ
、
古

の
勢
ひ
を
失
は
な
い
姿
」
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
を
よ
く
学
ぶ
こ
と
に

よ
り
、
後
世
に
伝
へ
る
こ
と
の
出
来
る
長
歌
を
詠
む
こ
と
が
出
来
る

と
言
ふ
の
で
あ
つ
た
。
だ
が
こ
の
長
歌
制
作
の
教
へ
に
は
必
ず
し
も

師
真
淵
の
言
ふ
万
葉
振
り
を
言
ふ
も
の
で
は
な
か
つ
た
も
の
も
含
ま

れ
て
ゐ
る
。
一
方
同
じ
く
真
淵
の
教
へ
を
受
け
た
本
居
宣
長
も
、
古

風
の
歌
の
作
成
に
は
心
を
注
い
だ
も
の
の
、
古
風
、
新
体
の
歌
を
区

別
し
て
詠
め
と
教
へ
た
の
で
あ
つ
た
。
宣
長
の
歌
は
周
知
の
通
り
新

古
今
調
に
重
き
が
お
か
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
長
歌
に
限
つ
て
は
古
風
と

言
は
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
宣
長
を
師
と
仰
い
だ
藤
井
高
尚
は
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『
三
の
し
る
べ
』
の
歌
の
中
で
「
故
鈴
屋
翁
の
古
風
と
て
よ
ま
れ
し

は　

古
学
す
る
に
さ
る
哥
よ
め
ば
そ
の
世
の
事
の
ふ
か
く
心
に
し
み

て
よ
く
お
も
ひ
え
ら
る
れ
ば
と
て　

こ
と
さ
ら
を
り
を
り
い
た
く
詞

の
ふ
る
め
き
た
る
哥
を
も
よ
ま
れ
し
、
こ
は
が
く
も
ん
の
一
術
と
い

ふ
も
の
に
し
て　

哥
よ
む
こ
こ
ろ
え
に
あ
ら
ず
」
と
、
詠
歌
の
法
と

古
学
の
方
便
と
を
分
け
て
考
へ
る
も
の
だ
と
主
張
し
、
必
ず
し
も
宣

長
の
教
へ
に
従
つ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
こ
に
お
い
て
宣
長
の
歿
後
、
其
の
学
統
に
連
な
る
人
々
や
門
人

の
歌
を
纏
め
た
歌
集
『
八
十
浦
玉
』
を
嗣
子
大
平
が
編
み
、
春
海
の

所
に
そ
の
協
力
を
依
頼
し
た
と
き
に
、
春
海
は
新
古
の
区
別
で
歌
を

詠
む
事
に
違
和
感
を
抱
き
、
大
平
の
許
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
ゐ

る
（
2
（

。
さ
う
で
あ
る
も
の
の
『
八
十
浦
玉
』
の
上
巻
、
即
ち
宣
長
以
前

の
県
門
の
学
統
に
連
な
る
人
び
と
の
歌
に
は
、
勿
論
長
歌
が
採
ら
れ

て
ゐ
る
の
は
県
門
の
作
は
長
歌
に
重
き
を
置
い
た
と
見
た
大
平
の
見

識
で
も
あ
つ
た
。
先
に
も
触
れ
た
が
宣
長
の
『
鈴
屋
集
』
は
近
体
古

体
の
歌
の
区
別
が
明
か
で
あ
り
、
そ
の
長
歌
は
五
巻
目
の
古
風
の
中

に
五
十
首
あ
り
、
実
作
の
手
本
と
の
意
識
が
働
い
て
ゐ
る
や
う
で
あ

る
。
宣
長
は
長
歌
は
古
風
に
詠
む
も
の
と
教
へ
た
の
で
あ
つ
た
。
一

方
春
海
の
『
琴
後
集
』
巻
九
に
は
三
十
一
首
の
長
歌
が
あ
り
、
千
蔭

の
『
う
け
ら
が
花
』
巻
七
に
は
二
十
五
首
の
長
歌
が
あ
る
が
、
そ
こ

は
新
古
の
区
別
は
な
く
長
歌
の
中
に
は
古
風
と
思
は
れ
る
も
の
も
あ

る
。
先
の
大
平
と
て
自
選
の
上
梓
し
た
歌
集
『
稲
葉
集
』
に
は
長
歌

を
採
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　

次
い
で
こ
の
春
海
の
門
に
出
た
清
水
濱
臣
は
文
化
十
一
年
に
『
近

葉
長
歌
集
』
を
刊
行
し
た
。
近
葉
は
近
い
時
代
を
意
味
し
、「
長
し
」

に
掛
か
る
枕
詞
の
「
菅
の
根
の
」
を
書
名
に
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の

長
歌
集
の
傾
向
が
わ
か
る
。
こ
の
時
代
の
作
者
四
十
八
人
、
三
百
四

首
の
長
歌
の
み
を
編
ん
だ
本
書
は
、
画
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
長
歌

の
鑑
賞
と
と
も
に
習
作
の
た
め
の
手
本
と
も
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た

だ
こ
の
書
に
多
く
採
ら
れ
た
歌
人
は
宣
長
で
、
五
十
二
首
。
次
い
で

千
蔭
四
十
二
首
で
あ
る
。
真
淵
の
長
歌
は
二
十
八
首
と
少
な
く
、
こ

こ
に
は
万
葉
調
の
長
歌
を
正
格
と
す
る
視
点
が
や
や
薄
れ
て
ゐ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
古
葉
、
中
葉
の
菅
根
集
の
編
纂
刊
行
の
意
図

が
存
し
て
ゐ
た
こ
と
は
、
そ
の
巻
末
奥
書
広
告
か
ら
も
分
か
る
が
空

し
く
な
つ
た
や
う
で
あ
る
。
そ
の
三
年
後
の
文
化
十
四
年
に
、
鈴
屋

直
門
の
京
都
の
長
谷
川
菅
雄
に
よ
つ
て
『
奴
弖
乃
舎
長
歌
集
』
が
上

梓
さ
れ
た
。
こ
ち
ら
は
本
居
大
平
を
始
め
、
建
正
、
菅
雄
、
千
楯
、

長
広
な
ど
京
の
鈴
門
の
人
々
が
毎
月
望
月
の
夜
に
京
の
鈴
屋
門
の
集

会
所
で
あ
る
鐸
舎
に
集
ひ
、
詠
じ
た
長
歌
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る

が
、
長
歌
の
作
品
と
し
て
は
秀
作
で
は
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。
初

め
の
計
画
で
は
年
々
の
刊
行
を
予
定
し
て
ゐ
た
が
こ
の
年
だ
け
で
終

は
り
、
後
が
続
か
な
か
つ
た
の
は
、
そ
の
評
価
が
芳
し
く
な
か
つ
た

か
ら
で
あ
ら
う
か
。
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二
、

　

こ
の
後
長
歌
の
実
作
が
増
え
る
と
と
も
に
た
だ
古
風
に
長
く
詠
め

ば
い
い
と
言
ふ
の
で
は
な
く
、
長
歌
の
「
格
」
を
定
め
る
べ
き
だ
と

の
考
へ
が
で
て
き
た
。
こ
の
長
歌
の
格
を
尊
重
せ
よ
と
の
言
挙
げ
は

享
和
元
年
に
書
か
れ
た
小
国
重
年
の
『
長
歌
詞
珠
衣
』
が
著
名
で
あ

る
。
こ
の
年
は
古
風
の
長
歌
に
重
き
を
置
い
た
宣
長
の
逝
い
た
年
で

も
あ
つ
た
。
重
年
は
長
歌
の
歌
の
「
格
」
の
定
め
に
つ
い
て
古
い
万

葉
集
の
長
歌
の
例
を
引
き
、
対
句
、
枕
詞
、
序
詞
を
は
じ
め
、
長
歌

の
定
格
を
明
確
化
し
、
こ
れ
は
歌
格
研
究
の
先
駆
的
な
研
究
書
と
な

つ
た
。
彼
は
言
ふ
の
で
あ
る
、

　
　

･

し
か
は
あ
れ
ど
も
長
歌
は
そ
の
つ
ゞ
く
る
さ
ま
に
い
ろ
い
ろ
の

あ
や
あ
り
て
、
詞
の
つ
ゞ
き
も
お
の
づ
か
ら
な
が
く
し
あ
れ
ば

短
歌
と
は
い
さ
ゝ
か
た
が
ひ
あ
り
て
、
お
の
れ
よ
く
よ
み
え
た

り
と
お
も
へ
る
人
し
も
や
ゝ
と
り
は
づ
し
て
は
、
そ
の
定
格
を

あ
や
ま
つ
た
ぐ
ひ
な
き
に
し
も
あ
ら
ね
ば
…

と
そ
の
注
意
を
述
べ
つ
つ
、「
長
歌
を
好
み
て
よ
ま
ん
と
な
ら
ば
詞

の
つ
か
ひ
ざ
ま
を
心
得
て
よ
む
べ
き
わ
ざ
に
な
む
あ
り
け
る
」
と
述

べ
る
の
で
あ
つ
た
。
ま
た
「
か
く
長
歌
に
定
格
あ
る
こ
と
は
、
お
の

れ
は
じ
め
て
い
ひ
だ
せ
る
か
ら
、
い
か
が
と
お
も
ひ
て
う
け
ひ
か
ぬ

人
も
な
き
に
し
も
あ
ら
ね
ど
、
神
つ
世
よ
り
は
じ
め
て
な
ら
の
頃
、

い
ま
の
都
の
は
じ
め
」
こ
ろ
の
長
歌
を
証
歌
と
し
て
挙
げ
た
の
で
あ

つ
た
。
こ
の
長
歌
の
破
格
を
正
さ
う
と
し
た
の
は
重
年
の
自
負
で
あ

つ
た
が
本
書
は
上
梓
に
及
ば
な
か
つ
た
。

　

同
様
な
も
の
に
橘
守
部
の
『
長
歌
撰
格
』
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
当

時
の
長
歌
を「
今
の
人
は
長
歌
と
い
へ
ば
長
く
詠
む
を
、賢
き
こ
と
ゝ

心
得
て
、
さ
ま
で
も
あ
ら
ぬ
こ
と
に
、
こ
れ
も
か
れ
も
と
り
こ
み
て
、

強
い
て
長
く
詠
み
な
せ
る
、
う
た
て
う
る
さ
し
」
と
評
し
、
古
代
の

長
歌
は
諷
は
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
立
ち
、
十
三
格
と
四

つ
の
綾
を
示
し
、
ま
た
下
巻
に
お
い
て
は
近
世
歌
人
十
三
人
七
十
二

首
の
句
調
の
乱
れ
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
本
書
は
文
政
二
年
の
序
を
も

つ
が
、
刊
行
は
遅
れ
て
明
治
六
年
で
あ
つ
た
。
ま
た
文
法
家
と
し
て

名
高
い
歌
人
林
圀
雄
は
、
文
法
書
で
あ
る
『
詞
緒
環
』
を
天
保
九
年

に
上
梓
し
た
。
そ
の
下
巻
で
長
歌
に
言
及
し
「
長
歌
ノ
古
調
対
句
」

の
項
を
設
け
「
長
歌
は
か
な
ら
ず
古
体
を
ま
な
ぶ
べ
し
」「
詞
に
綾

な
き
時
は
其
歌
風
流
な
ら
ず
」
と
、
古
体
と
綾
と
に
つ
い
て
述
べ
て

ゐ
る
。
先
の
守
部
の
考
へ
に
近
い
も
の
が
あ
る
。

　

ま
た
岡
熊
臣
は
長
歌
に
関
し
て
、
そ
の
著
『
道
の
埋
木
』
に
言
ふ

　
　

･

歌
よ
ま
む
と
な
ら
ば
、
ま
ず
古
調
の
か
た
に
と
心
懸
く
べ
し
、

古
今
集
以
後
の
長
歌
は
謂
は
ゆ
る
た
を
や
め
ぶ
り
と
は
い
は
む
、

中
に
も
い
た
う
品
降
り
調
変
り
て
賤
し
げ
な
り
、
古
調
の
長
歌

は
記
紀
に
よ
り
始
め
て
万
葉
ま
で
、
大
方
は
同
じ
姿
な
が
ら
、

今
其
の
体
に
習
ひ
よ
ま
む
に
は
聊
に
て
も
上
つ
世
の
か
れ
に
よ

れ
る
体
を
こ
そ
願
ふ
べ
け
れ（（
（
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ま
た
熊
臣
は
五
七
の
字
句
に
拘
ら
ず
古
調
に
は
三
、
四
、
六
の
句

も
存
し
た
の
で
構
は
ず
に
そ
の
使
用
を
言
ふ
の
で
あ
つ
た
。
ま
た
本

来
五
七
調
で
あ
つ
た
も
の
が
今
日
七
五
調
に
変
化
し
て
ゐ
る
と
指
摘

す
る
一
方
で
、
こ
れ
も
「
時
代
の
流
行
体
」
と
捉
へ
え
つ
つ
も
、「
上

古
の
風
に
復
ら
ざ
る
べ
き
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
つ
た
。
熊
臣
は
歌

は
「
玩
ぶ
物
」
で
は
な
く
真
の
情
の
表
れ
る
も
の
で
あ
り
、
天
地
や

鬼
神
を
も
感
動
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
そ
の
為
に
作
歌
す
べ
き
態
度
を

養
ふ
必
要
が
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ「
題
詠
」を
批
判
し
、

長
歌
を
詠
む
こ
と
は
「
真
の
歌
の
趣
」
を
知
る
こ
と
と
な
り
、
こ
こ

に
長
歌
が
「
神
代
よ
り
こ
の
か
た
」「
い
と
い
と
め
で
た
く
む
か
し

き
物
」
で
あ
る
理
由
が
存
す
る
と
言
ふ
の
で
あ
つ
た
。

　

同
様
に
長
歌
の
五
七
の
調
を
古
体
と
主
張
し
た
人
物
に
京
の
六
人

部
是
香
が
ゐ
る
。
幕
末
の
文
久
元
年
に
著
さ
れ
た
『
長
歌
玉
琴
』
は

是
香
の
長
歌
論
で
あ
る
。
ま
た
対
句
を
目
で
見
て
理
解
で
き
る
や
う

に
配
し
た
長
歌
集
『
長
歌
篶
木
綿
垂
』
を
上
梓
し
た
が
、
そ
の
巻
末

に
長
歌
の
詠
み
誤
り
を
「
近
来
の
古
学
者
等
は
詞
の
新
古
を
も
て
古

風
新
調
と
区
別
つ
こ
と
と
心
得
、
或
は
長
歌
は
古
言
を
も
て
五
七
の

調
べ
だ
に
賦
み
な
せ
ば
即
ち
古
風
の
歌
ぞ
と
思
ひ
…
」
と
指
摘
す
る

の
で
あ
つ
た
。
五
七
の
調
も
大
切
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
言
ふ

の
で
あ
つ
た
。
更
に
近
藤
芳
樹
は
『
古
風
三
体
考
』
を
著
し
、
短
歌

は
五
句
で
格
も
正
し
く
、
長
歌
も
「
正
調
五
七
五
七
と
展
転
相
望
、

七
言
一
句
に
て
結
む
る
も
の
な
る
事
短
歌
の
体
に
お
な
じ
き
を
し
る

べ
し
」
と
長
歌
短
歌
の
同
体
説
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
本
居
内
遠
の

『
古
調
考
』
に
よ
つ
た
と
言
ふ
。
こ
れ
は
後
に
中
村
知
至
の
『
長
歌

規
則
』
の
長
歌
の
歌
格
点
法
八
則
に
ま
で
及
ぶ
考
へ
と
も
な
つ
た
。

　

長
歌
の
奨
励
は
何
も
国
学
系
の
歌
人
の
み
が
主
張
し
た
も
の
で
も

な
く
、
和
歌
が
自
由
に
詠
ま
れ
る
事
を
契
機
に
興
つ
た
「
狂
歌
」
の

方
面
で
も
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
狂
号
を
燕
栗
園
と
言
つ
た
西
村
千
穎
は

多
く
の
歌
体
の
狂
歌
和
歌
を
奨
励
し
そ
の
著
『
雑
体
詠
格
略
抄
』
に

「
時
世
の
さ
ま
お
し
う
つ
り
、
古
へ
学
び
み
さ
か
り
に
成
て
、
ひ
と

の
心
古
く
み
や
び
た
る
を
尊
ぶ
な
り
ゆ
き
て
」
と
述
べ
、
俳
諧
歌
と

し
て
の
長
歌
の
作
に
つ
い
て
言
ふ
の
で
あ
つ
た
。

　
　

･

長
歌
は
、
今
古
の
調
に
違
ひ
あ
り
、
古
調
は
五
七
の
句
を
い
く

ら
も
つ
づ
け
て
絶
句
を
七
に
て
む
す
び
と
ゞ
む
る
也
、
こ
れ
を

五
七
の
調
と
云
、
今
調
は
普
通
の
歌
の
上
句
の
如
く
五
七
五
に

し
て
、
夫
よ
り
七
五
の
句
を
い
く
つ
も
つ
づ
け
終
ノ
句
も
亦
、

普
通
の
歌
の
下
ノ
句
の
如
く
七
々
に
て
と
ゞ
む
る
也
、
こ
れ
を

七
五
の
調
と
云
、
八
雲
御
抄
に
此
七
五
の
調
の
方
を
本
の
や
う

に
書
せ
給
へ
る
は
違
へ
り
、
五
七
の
調
は
古
体
に
て
本
也
、
七

五
の
調
は
今
体
に
て
末
な
り
、
萬
葉
集
に
載
ら
れ
し
と
、
古
今

集
以
後
の
長
歌
を
く
ら
べ
見
て
知
べ
し

架
蔵
の
本
書
に
は
刊
記
を
欠
く
が
、
自
序
に
文
政
十
年
と
あ
る
の
で

そ
の
頃
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
千
穎
の
伝
は
不
明
で
あ
り
、
学
は
そ
の

自
序
に
「
先
師
五
十
槻
園
の
大
人
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
荒
木
田
久
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守
（
又
は
久
老
か
）
に
あ
り
、
国
学
の
学
統
を
受
け
て
ゐ
る
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。

三
、

　

時
代
が
下
る
と
長
歌
は
盛
ん
に
創
作
さ
れ
る
や
う
に
な
り
、
家
集

に
も
長
歌
の
部
を
設
け
る
も
の
も
出
て
き
た
。
勿
論
全
て
の
長
歌
が

秀
作
で
あ
つ
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
必
ず
し
も
古
風
の
調
の
も
の

だ
と
は
言
ひ
が
た
い
。
信
濃
の
岩
下
貞
融
の
歌
文
集
『
不
繋
舟
』
に

は
長
歌
二
十
一
首
の
他
に
「
長
歌
正
格
」
と
題
す
る
文
が
あ
り
、「
長

歌
に
短
歌
を
そ
へ
る
、
古
事
記
や
ま
と
ふ
み
に
な
し
」
と
し
、
長
歌

に
短
歌
を
添
へ
な
い
も
の
が
古
格
で
あ
る
と
考
へ
た
（
4
（

。
そ
し
て
幕
末

期
に
は
土
佐
に
鹿
持
雅
澄
、
吉
備
に
平
賀
元
義
と
言
つ
た
万
葉
風
に

よ
つ
た
歌
を
詠
ん
だ
特
異
で
且
つ
優
れ
た
歌
人
が
出
て
、
雄
大
な
長

歌
を
詠
じ
て
ゐ
る
。

　

こ
の
や
う
に
し
て
長
歌
は
復
興
し
た
の
ち
多
く
の
歌
人
達
に
好
ま

れ
、
更
な
る
展
開
を
し
た
の
で
は
あ
つ
た
が
、
当
時
の
歌
人
全
て
が

長
歌
を
よ
し
と
し
、
長
歌
を
積
極
的
に
詠
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。

そ
の
代
表
的
人
物
に
後
に
桂
園
派
の
代
表
人
物
と
さ
れ
る
、
香
川
景

樹
が
ゐ
る
。
景
樹
は
先
の
真
淵
の『
に
ひ
ま
な
び
』を
批
判
し
た『
新

学
異
見
』
を
著
し
、「
短
き
は
短
歌
と
な
り
、長
き
は
長
歌
と
な
れ
り
」

と
長
歌
短
歌
の
よ
し
あ
し
を
さ
ま
で
区
別
は
し
な
か
つ
た
。
景
樹
は

専
ら
歌
の
「
調
べ
」
を
尊
重
し
、
古
言
に
よ
る
万
葉
風
の
詠
歌
よ
り
、

古
今
風
の
調
べ
高
き
歌
を
尊
ん
だ
為
か
、
そ
の
長
歌
論
に
対
し
て
は

一
つ
の
文
章
に
は
し
な
か
つ
た
も
の
の
好
意
を
抱
い
て
は
ゐ
か
な
か

つ
た
の
で
あ
ら
う
。
景
樹
の
自
選
歌
集
と
言
ふ
『
桂
園
一
枝
』
に
は

確
か
に
長
歌
が
な
い
こ
と
か
ら
も
こ
の
事
は
言
へ
る
。

　

ま
た
江
戸
の
歌
人
井
上
文
雄
は
先
に
も
挙
げ
た
清
水
濱
臣
直
門
と

し
て
幕
末
の
江
戸
に
名
高
か
つ
た
が
、
長
歌
に
関
し
て
は
心
境
の
変

化
が
あ
つ
た
の
か
、
六
十
五
歳
の
文
久
四
年
に
そ
の
創
作
を
辞
め
た

の
で
あ
つ
た
。
そ
の
「
長
歌
を
辞
す
る
文
」
に
は
そ
の
理
由
が
端
的

に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
次
に
挙
げ
る
。

　
　
　

長
歌
を
辞
す
る
文

　
　

･

せ
ま
り
し
れ
た
る
古
代
の
は
か
せ
ら　

長
歌
を
い
み
じ
き
こ
と

に
い
ひ
し
よ
り
今
も
猶
遠
き
ゐ
な
か
ら
と
て
は
長
歌
よ
む
を
た

け
き
事
に
い
ふ
め
る
こ
と
い
と
ほ
し
け
れ　

そ
も
そ
も
長
歌
は

こ
と
を
お
ほ
く
な
ら
べ
い
ひ
て
枕
詞
な
ど
く
さ
り
つ
づ
く
る
か

ら
に　

か
へ
も
て
い
と
や
す
き
業
な
る
を
耳
遠
き
古
言
も
て
つ

づ
く
る
ほ
ど
に　

物
し
ら
ぬ
え
せ
人
ら
驚
き
め
で
て　

い
み
じ

き
は
か
せ
な
ら
で
は
長
歌
は
よ
み
出
が
た
し
と
の
み
思
へ
り　

い
で
や
歌
の
本
体
と
す
べ
き
は
彼
出
雲
八
重
垣
の
大
御
歌
也　

只
三
十
文
字
あ
ま
り
一
文
字
に
天
地
を
動
か
し
鬼
神
を
も
あ
は

れ
と
思
は
す
る
は
此
本
体
に
あ
り　

く
だ
く
だ
し
く
詞
を
く
さ

り
つ
づ
け
た
る
は　

き
く
人
の
心
を
動
か
し
が
た
し　

た
と
へ

ば
今
の
世
に
も
か
し
こ
き
人
は
た
だ
一
言
半
句
に
よ
く
人
を
感
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ぜ
し
む　

し
れ
者
は
ふ
よ
う
の
こ
と
を
言
長
く
い
ひ
つ
づ
け
て

中
々
に
こ
く
人
の
惑
を
お
こ
し
得
ず　

古
人
の
物
い
ひ
は
た
だ

詞
を
な
が
く
に
い
ひ
さ
し
て　

末
は
聞
人
の
お
し
は
か
り
し
る

べ
き
や
う
に
い
へ
り　

そ
は
古
き
物
語
言
を
よ
く
よ
み
て
昔
人

の
物
い
ひ
を
し
る
べ
き
也　

短
歌
に
余
情
を
学
ぶ
と
い
ふ
も
此

よ
し
也　

余
情
あ
ら
ざ
れ
ば
聞
人
の
心
に
よ
く
し
ま
ず　

上
古

は
か
な
ふ
み
な
き
に
よ
り
て
長
歌
を
物
し
た
り　

か
な
ふ
み
出

来
て
よ
り
は
長
歌
の
文
字
数
か
ぎ
り
あ
る
に
も
文
章
に
長
く
も

み
じ
か
く
も
心
の
ま
ま
に
自
在
に
其
形
象
を
い
ひ
つ
づ
く
く
る

故
に
今
の
京
と
な
り
て
は
長
歌
を
人
々
い
と
せ
ぬ
や
う
に
な
り

に
た
り　

さ
れ
ば
我
は
今
よ
り
長
歌
は
絶
え
て
よ
ま
じ
と
な
ん

思
ふ
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
十
五
翁　
　
　

文
雄

こ
の
文
は
横
山
由
清
編
『
文
章
會
（
5
（

』
に
載
る
も
の
で
あ
り
、
文
雄
の

長
歌
の
創
作
の
辞
退
理
由
が
分
か
る
。
文
雄
は
和
歌
の
核
心
は
三
十

一
文
字
に
詠
む
こ
と
で
あ
り
、長
く
物
を
言
ふ
の
で
は
な
く
「
余
情
」

を
尊
重
す
る
べ
き
だ
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
古
言
を
長
く
詠
む
こ
と
が

長
歌
の
本
質
で
は
な
く
、
そ
れ
を
歌
人
と
思
は
れ
、
混
同
さ
れ
て
は

不
本
意
で
あ
る
か
ら
、
自
分
は
今
後
長
歌
は
詠
ま
な
い
と
言
ふ
の
で

あ
る
。
文
雄
の
歌
集
『
調
鶴
集
』
に
は
長
歌
が
五
首
と
少
な
い
の
も

こ
の
あ
ら
は
れ
で
あ
ら
う
し
、
こ
れ
も
そ
れ
以
前
の
作
な
の
で
あ
ら

う
。「
う
た
は
天
地
の
な
し
の
ま
ま
な
る
人
び
と
の
気
象
よ
り
い
で
」

る
（『
鶴
調
集
』
序
）
と
考
へ
て
ゐ
た
文
雄
に
は
、
幕
末
期
の
長
歌
に

は
嫌
気
を
さ
す
ほ
ど
見
る
も
の
が
な
か
つ
た
証
左
で
あ
る
。

四
、

　

明
治
維
新
後
間
も
な
い
明
治
二
年
一
月
二
十
四
日
、
明
治
天
皇
は

代
始
の
歌
御
会
始
を
清
涼
殿
で
行
は
せ
給
う
た
。
勅
題
は
「
春
風
来

海
上
」
で
あ
つ
た
。
つ
い
で
十
一
月
に
は
天
皇
の
思
召
を
以
て
、
三

條
西
季
知
に
歌
道
御
用
掛
を
仰
付
け
、
つ
い
で
四
年
に
は
福
羽
美
静

ら
を
文
学
（
歌
道
）
御
用
掛
に
任
じ
給
ひ
、
こ
れ
が
後
の
明
治
二
十

一
年
に
は
御
歌
所
の
設
置
と
な
り
、
宮
中
の
歌
御
会
始
め
等
諸
儀
を

司
る
事
に
な
る
の
で
あ
つ
た
。
結
果
と
し
て
勅
撰
の
和
歌
集
は
編
ま

れ
な
か
つ
た
も
の
の
、
中
古
に
廃
絶
し
た
御
歌
所
の
再
興
で
あ
つ

た
。
さ
き
に
歌
御
会
始
を
も
御
再
興
に
な
ら
れ
た
が
、
更
に
国
民
の

詠
進
を
明
治
七
年
に
聴
許
し
給
ひ
、
十
年
に
は
選
歌
の
制
を
定
め
給

ひ
、
そ
れ
は
今
日
の
歌
会
始
め
に
至
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
先

に
挙
げ
た
文
学
御
用
掛
は
明
治
初
期
の
天
皇
の
巡
幸
に
扈
従
し
、
そ

の
紀
行
を
歌
文
で
綴
り
（
（
（

、
明
治
十
三
年
の
巡
幸
に
当
た
つ
て
は
経
路

の
地
域
各
地
か
ら
の
奉
献
さ
れ
た
和
歌
を
ま
と
め
た
『
千
草
の
花
』

（
高
崎
正
風
編
）
を
刊
行
し
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
こ
に
至
り
明
治
昭
代

の
和
歌
は
単
な
る
文
学
で
は
な
く
君
臣
を
結
ぶ
一
つ
の
絆
と
な
つ
た

の
で
あ
る
。
維
新
後
の
宮
中
に
お
け
る
和
歌
文
学
に
関
す
る
こ
と
ど

も
は
旧
儀
の
上
に
新
に
構
築
さ
れ
た
新
儀
で
も
あ
つ
た
。
仮
名
遣
ひ
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に
し
て
も
旧
来
の
所
謂
定
家
（
行
阿
）
仮
名
遣
ひ
を
廃
し
て
国
学
に

よ
る
所
の
「
歴
史
的
仮
名
遣
ひ
」
を
用
ゐ
給
う
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
二
十
年
に
『
国
学
和
歌
改
良
論
』
と
言
ふ
や
や
衝
撃
的
な
書

名
の
著
書
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
小
中
村
義
象
の「
国
学
改
良
論
」

と
萩
野
由
之
の
「
和
歌
改
良
論
」
を
合
綴
し
た
単
著
で
あ
る
。
こ
の

両
人
と
も
古
典
講
習
科
の
卒
業
生
で
あ
り
、
義
象
は
こ
の
時
そ
の
師

に
あ
た
る
小
中
村
清
矩
の
養
子
と
し
て
入
籍
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
、

当
時
の
国
学
者
の
流
れ
を
継
ぐ
気
鋭
の
若
手
の
学
者
で
あ
つ
た
。
こ

の
両
人
が
と
も
に
「
国
学
」「
和
歌
」
の
改
良
論
を
唱
へ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
は
こ
の
時
代
に
既
に
旧
来
の
「
国
学
」「
和
歌
」
が
そ
の
ま

ま
受
け
入
れ
難
い
状
態
に
あ
つ
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
と
と
も
に
、
師

清
矩
の
新
た
な
国
学
へ
の
展
開
の
抱
負
に
重
な
る
も
の
が
あ
つ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。そ
の
言
ふ
と
こ
ろ
は
、「
詠
歌
ヲ
以
テ
国
学
ノ
本
分
」

と
心
得
る
の
は
違
ふ
も
の
で
、
ま
た
「
神
道
家
詠
歌
党
ニ
国
学
者
ノ

名
ヲ
付
ス
」
こ
と
は
正
し
く
な
い
事
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。

な
ほ
「
和
歌
の
改
良
」
は
題
詠
を
不
可
と
し
、
実
際
の
感
動
の
も
と

に
詠
む
べ
き
で
あ
り
、「
長
歌
ヲ
モ
雑
ヘ
作
ラ
バ
歓
暢
ト
ナ
リ
悲
壮

ト
ナ
リ
慷
慨
ト
ナ
リ
大
ニ
旧
習
ノ
陋
ヲ
一
洗
ス
ベ
シ
」「
其
意
境
ニ

応
ジ
テ
長
歌
ト
モ
短
歌
ト
モ
ナ
ル
ベ
シ
」
と
述
べ
、
そ
れ
は
長
歌
も

短
歌
も
構
は
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
反
対
の
気
焔
を
上
げ
た
の
が
、
紀
州
の
本
居
国
学

の
学
統
を
継
ぐ
武
津
八
千
穂
で
あ
つ
た
。
彼
は
翌
明
治
二
十
一
年

に
『
国
学
和
歌
改
良
不
可
論
』
を
書
き
、
和
歌
に
つ
い
て
独
自
の
論

を
展
開
し
て
ゐ
る
。
本
書
は
当
時
宮
中
の
文
学
御
用
掛
の
役
を
負
ひ
、

こ
の
あ
と
す
ぐ
に
御
歌
所
の
設
置
に
よ
り
勢
力
の
な
ほ
盛
ん
で
あ
つ

た
景
樹
の
な
が
れ
を
汲
む
高
崎
正
風
を
初
め
と
す
る
桂
園
派
を
批
判

す
る
の
で
あ
つ
た
。
八
千
穂
は
殊
に
長
歌
の
創
作
を
奨
励
し
、
そ
の

事
を
力
説
し
て
言
ふ
の
で
あ
つ
た
。
長
歌
に
つ
い
て
曰
く
「
長
歌
ノ

如
キ
ハ
情
味
充
分
ニ
歌
ヒ
出
ル
ヲ
モ
ツ
テ
ヨ
ク
朗
吟
セ
バ
自
然
ニ
感

情
モ
フ
カ
ク
短
歌
ヨ
リ
モ
必
要
」「
歌
学
ハ
短
歌
ヲ
第
二
義
ト
シ
長

歌
ヲ
第
一
義
ニ
教
ヘ
タ
ラ
ム
ニ
ハ
短
歌
ヲ
詠
出
ル
ニ
イ
ト
便
ニ
ヨ
キ

材
料
」
と
し
、
そ
の
故
に
景
樹
の
『
桂
園
一
枝
』
を
尊
重
し
長
歌
に

無
関
心
で
ゐ
る
歌
人
に
対
し
、

　
　

･

長
歌
ハ
今
日
ノ
時
勢
ニ
不
適
当
ナ
リ　

短
歌
ニ
テ
事
足
レ
リ　

三
十
一
字
ニ
テ
意
味
包
含
セ
ザ
ル
ハ
畢
竟
歌
材
ニ
乏
シ
キ
ガ
故

ナ
リ
ト　

一
言
ノ
下
ニ
排
斥
シ
テ
オ
ノ
レ
ガ
詠
得
ザ
リ
シ
コ
ト

ハ
ス
コ
シ
モ
顧
慮
セ
ズ

に
ゐ
る
「
歌
学
者
流
」
の
人
は
「
明
治
ノ
聖
代
ニ
背
ク
罪
人
」
と
ま

で
言
ひ
切
る
の
で
あ
つ
た
。

　

斯
様
に
旧
来
の
国
学
が
解
体
さ
れ
、
和
歌
に
つ
い
て
も
改
良
論
が

唱
へ
ら
れ
る
時
代
と
な
つ
て
は
、
国
学
の
古
代
敬
仰
の
精
神
に
基
づ

く
、
古
風
な
長
歌
は
徐
々
に
詠
ま
れ
な
く
な
る
の
も
自
然
の
勢
ひ
で

も
あ
つ
た
。
そ
れ
で
も
な
ほ
村
山
守
雄
の
や
う
に
長
歌
の
製
作
を
心

掛
け
た
人
物
が
ゐ
た
。（
村
山
守
雄
に
は『
歌
道
大
義
神
風
伊
勢
の
海
』（
明
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治
十
三
年
）、『
露
園
長
歌
集
』（
明
治
二
十
年
）、『
明
治
長
歌
集
』（
明
治
二

十
一
年
）
な
ど
長
歌
に
関
す
る
著
作
が
あ
る
。）

五
、

　

ま
た
明
治
時
代
中
期
以
降
に
は
あ
ら
た
に
「
新
体
詩
」
と
言
ふ
も

の
が
興
つ
た
。
名
の
如
く
新
た
な
る
体
の
詩
で
あ
る
。
こ
の
盛
行
が

ま
た
一
方
で
長
歌
の
衰
退
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
つ
た
（
（
（

。
新
体
詩

は
五
言
、
七
言
な
ど
の
定
形
の
形
を
く
り
返
し
、
長
歌
に
類
す
る
形

を
取
り
つ
つ
も
、
章
立
て
を
す
る
な
ど
、
長
歌
に
似
る
も
の
の
ま
た

別
の
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
が
新
体
詩
と
言
ふ
、
文
章
で
綴
る
詩
そ

の
も
の
で
終
つ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
長
歌
に
も
さ
ま
で
の
影
響
は
な
か

つ
た
と
思
は
れ
る
。
所
が
学
校
教
育
に
音
楽
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
、

そ
こ
に
「
唱
歌
」
と
言
ふ
教
科
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
唱
歌
の
歌
詞
が

長
歌
に
類
す
る
「
今
様
」
の
形
を
取
る
歌
文
で
綴
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　

･

新
体
詩
は
学
校
唱
歌
に
原
く
も
の
に
て
、
学
校
唱
歌
は
今
様
歌

に
原
く
も
の
な
り
、
即
ち
彼
の
「
春
の
弥
生
」
と
と
い
ひ
、「
我

が
日
の
本
」
と
い
ふ
唱
歌
の
類
は
全
く
今
様
歌
に
し
て
（
中
略
）

こ
れ
ら
唱
歌
に
薫
陶
せ
ら
れ
し
生
徒
に
し
て
成
学
し
、
文
事
思

想
を
有
す
る
者
は
、
か
の
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
、
感

動
す
る
情
を
言
ひ
表
は
さ
ん
と
す
る
に
臨
み
、
三
十
一
字
の
歌

は
已
に
其
の
天
性
を
失
へ
る
の
み
な
ら
ず
、
固
よ
り
其
脳
中
に

貯
へ
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
れ
に
依
る
を
得
ず
（
（
（

、

　

こ
れ
は
、
歌
人
で
旧
来
の
国
学
の
流
れ
を
継
ぐ
、
中
村
秋
香
の
し

か
も
唱
歌
教
育
が
定
着
し
た
明
治
四
十
年
の
言
と
し
て
興
味
深
い
も

の
で
も
あ
る
。
こ
の
認
識
が
唱
歌
を
盛
ん
に
し
、
そ
の
反
面
長
歌
の

み
な
ら
ず
、
短
歌
ま
で
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
大
き
か
つ
た
と
思
は
れ

る
。
ま
し
て
旧
来
の
歌
人
に
こ
の
唱
歌
の
作
詞
を
依
頼
す
る
こ
と
と

な
り
、
更
に
そ
れ
は
、
学
校
唱
歌
か
ら
軍
歌
に
至
る
ま
で
の
多
方
面

に
展
開
し
た
の
で
あ
り
、
長
歌
の
創
作
は
こ
の
勢
ひ
に
押
さ
れ
る
の

は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
つ
た
。
長
歌
を
詠
ん
で
も
顧
み
ら
れ
な
い

な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
駄
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
に
旧
来
の
国

学
の
道
統
を
継
ぐ
佐
佐
木
弘
綱
が
明
治
二
十
一
年
に「
長
歌
改
良
論
」

を
訴
へ
た
の
も
理
解
が
で
き
よ
う
（
（
（

。

　

そ
の
長
歌
改
良
論
は
「
短
歌
は
近
風
に
て
長
歌
の
み
復
古
し
て
、

し
ひ
て
古
風
に
よ
む
べ
き
い
は
れ
更
に
な
し
」
と
言
ひ
、
今
の
長
歌

は
時
代
の
変
遷
と
共
に
七
五
調
に
な
つ
た
が
そ
れ
を
「
今
更
五
七
に

復
古
せ
さ
す
べ
き
や
う
は
な
き
も
の
」
だ
と
も
言
ひ
、「
長
歌
は
よ

ま
で
も
こ
と
か
か
ね
ば
、
心
と
せ
ら
れ
ざ
り
し
や
」、「
長
歌
は
只
国

学
者
の
な
ぐ
さ
み
も
の
に
て
、
古
人
の
口
真
似
な
り
」
と
長
歌
の
不

要
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
あ
る
点
で
師
で
あ
り
、
先

に
あ
げ
た
井
上
文
雄
の
「
長
歌
を
辞
す
」
の
意
と
通
じ
て
ゐ
る
点
が

あ
る
。
ま
た
弘
綱
は
長
歌
に
似
た
都
々
逸
に
は
人
の
心
を
慰
め
る
も

の
が
あ
る
が
、「
長
歌
に
其
徳
な
き
を
い
か
に
せ
む
」
と
言
ひ
、「
さ

れ
ば
今
よ
り
は
長
歌
の
か
は
り
に
今
様
を
よ
ま
む
と
す
」「
今
様
は
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七
五
の
調
に
て
は
第
一
の
雅
調
感
深
き
も
の
」
と
断
言
す
る
の
で
あ

つ
た
。
こ
こ
に
は
先
の
秋
香
の
唱
歌
、
今
様
論
に
通
じ
る
も
の
が
あ

ら
う
。
こ
れ
は
古
風
の
長
歌
の
改
良
論
で
は
な
く
、
不
要
論
と
も
と

ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
弘
綱
は
長
歌
の
七
五
の
調
べ
を
尊
重
す
る

が
あ
ま
り
に
、
遂
に
長
歌
を
否
定
す
る
や
う
な
論
と
な
つ
た
の
で
あ

る
。
長
歌
よ
り
も
今
様
、
延
て
は
唱
歌
に
時
代
の
先
見
を
み
た
の
で

あ
ら
う
。

　

こ
れ
に
反
駁
を
加
へ
た
の
が
、
加
納
諸
平
門
下
で
当
時
長
老
で
あ

つ
た
海
上
胤
平
で
あ
つ
た
。
胤
平
は
諸
平
の
万
葉
英
風
の
考
へ
を
う

け
、
古
風
の
長
歌
を
尊
び
、
そ
の
創
作
を
強
く
主
張
し
て
ゐ
た
こ
と

と
、
そ
の
歌
に
寄
せ
る
性
格
か
ら
、
こ
の
弘
綱
の
著
作
に
真
っ
向
か

ら
反
撃
を
加
へ
た
の
で
あ
つ
た
。
胤
平
の
『
長
歌
改
良
論
弁
駁
』
は

弘
綱
の
発
表
後
す
ぐ
の
明
治
二
十
二
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
の
で
い

か
に
胤
平
が
こ
の
論
を
捨
て
置
け
な
か
つ
た
か
が
わ
か
ら
う
。

　

そ
の
内
容
は
第
一
に
弘
綱
が
「
長
歌
を
得
よ
ま
ぬ
歌
よ
み
は
歌
よ

み
に
あ
ら
ず
」
と
「
口
を
極
め
て
人
毎
に
い
へ
る
先
生
あ
り
」
と
書

い
た
こ
と
を
自
分
へ
の
批
判
と
取
り
（
実
際
に
そ
の
や
う
で
あ
る
）、「
そ

の
名
を
さ
へ
か
く
せ
る
は
弘
綱
が
常
に
お
そ
れ
ね
た
ま
し
く
思
へ
る

大
先
生
」
は
「
胤
平
に
し
た
は
し
く
思
は
る
ゝ
な
り
、
其
の
名
を
示

し
た
ま
へ
」
と
迫
る
の
で
あ
つ
た
。
胤
平
に
と
つ
て
こ
の
弘
綱
の
論

は
「
長
歌
廃
絶
論
」
で
あ
り
、
そ
の
事
を
巻
末
に
激
し
く
論
ふ
の
で

あ
つ
た
。

　
　

･

歌
道
も
知
ら
ず
し
て
長
歌
改
良
と
は
何
の
心
ぞ
や
、
世
に
も
は

ぢ
ず
を
こ
が
ま
し
と
云
ふ
べ
し
、
長
歌
は
よ
ま
で
も
こ
と
か
か

ぬ
、
長
歌
は
益
な
し
、
長
歌
は
徳
な
し
、
長
歌
は
不
要
の
者
な

ど
さ
ま
ざ
ま
に
云
ふ
の
ゝ
し
る
の
み
に
て
長
歌
改
良
の
こ
と
は

い
づ
れ
に
挙
げ
た
る
に
か
、
文
中
に
一
言
も
見
え
ず
、
か
く
て

も
長
歌
改
良
論
な
り
と
や
、
こ
は
長
歌
廃
絶
論
な
り
。
改
良
の

字
義
も
知
ら
ざ
る
文
盲
な
ら
ず
や
。

ま
た
胤
平
は
、
弘
綱
の
師
、
井
上
文
雄
が
長
歌
を
辞
し
た
事
を
知
つ

て
か
、「
弘
綱
は
歌
道
を
誰
に
な
ら
へ
る
ぞ
、
井
上
文
雄
の
弟
子
な

ら
ず
や
（
中
略
）
文
雄
の
歌
集
を
見
る
に
、
句
調
卑
し
く
て
歌
の
や

う
に
は
思
は
れ
ず
、
か
れ
に
な
ら
へ
る
弘
綱
な
れ
ば
、
句
調
の
い
や

し
き
も
ま
た
宜
な
り
け
り
、
何
事
も
師
は
撰
ぶ
べ
き
も
の
ぞ
か
し
」

と
批
判
す
る
の
で
あ
つ
た
。

　

何
れ
に
せ
よ
明
治
維
新
以
来
二
十
年
に
し
て
こ
の
や
う
に
古
風
な

長
歌
に
対
し
て
同
じ
国
学
の
学
統
を
継
ぐ
者
か
ら
批
判
が
出
た
こ
と

の
意
味
す
る
こ
と
を
考
へ
た
い
。
そ
こ
に
は
以
上
述
べ
た
様
々
な
要

因
か
ら
明
ら
か
に
長
歌
の
凋
落
の
蔭
が
兆
し
、
そ
れ
が
五
七
の
古
風

で
あ
れ
、
七
五
の
近
風
で
あ
れ
、
も
は
や
盛
ん
に
は
詠
ま
れ
な
く
な

り
つ
つ
あ
る
時
代
の
到
来
を
予
期
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

六
、

　

明
治
の
和
歌
革
新
の
代
表
者
た
る
正
岡
子
規
は
『
歌
よ
み
に
与
ふ
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る
書
』
を
書
き
、
近
代
の
和
歌
の
改
革
を
訴
へ
、
歌
人
の
自
覚
や
意

志
の
目
覚
め
を
促
し
た
（
（（
（

。
長
歌
に
つ
い
て
次
の
や
う
に
述
べ
る
、（
明

治
三
十
一
年
二
月
十
二
日
）

　
　

･

長
歌
の
み
は
梢
々
短
歌
と
異
な
り
申
候
、
古
今
集
の
長
歌
な
ど

は
箸
に
も
棒
に
も
か
か
ら
ず
候
へ
ど
も
、
箇
様
な
長
歌
は
古
今

集
時
代
に
も
後
世
に
も
余
り
流
行
ら
ざ
り
し
こ
そ
も
つ
け
の
幸

と
存
ぜ
ら
れ
候
な
れ
、
さ
れ
ば
後
世
に
て
も
長
歌
を
詠
む
者
に

は
直
に
万
葉
を
師
と
す
る
者
多
く
、
従
つ
て
可
な
り
の
作
を
見

受
け
申
候
、
今
日
と
て
も
長
歌
を
好
ん
で
作
る
者
は
短
歌
に
比

す
れ
ば
多
少
手
際
善
く
出
来
申
候
、
御
歌
会
流
の
気
ま
ぐ
れ
に

作
る
長
歌
な
ど
は
端
歌
に
劣
り
申
候

　

明
治
も
半
ば
を
過
ぎ
た
三
十
年
代
に
は
万
葉
ぶ
り
の
長
歌
は
さ
し

て
詠
ま
れ
な
く
な
つ
て
は
ゐ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
ほ
「
万
葉
を
師
と

す
る
」「
可
な
り
の
作
」
が
あ
る
と
子
規
は
短
歌
よ
り
も
安
堵
の
情

を
示
し
て
ゐ
る
。
だ
が
も
は
や
短
歌
の
革
新
同
様
に
、
長
歌
も
新
に

興
つ
た
新
体
詩
に
お
さ
れ
、「
端
歌
に
劣
る
」
長
歌
ば
か
り
と
な
り
、

そ
の
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
長
歌
は
幕
末

か
ら
明
治
を
生
き
た
旧
来
の
国
学
の
流
れ
を
継
ぐ
歌
人
に
よ
り
、
明

治
の
末
ま
で
は
、
何
と
か
そ
の
創
作
は
な
さ
れ
た
が
、
も
は
や
こ
の

時
代
に
は
旧
来
の
「
国
学
」
は
解
体
さ
れ
、
新
た
な
学
問
へ
と
展
開

し
て
ゐ
た
以
上
、
国
学
的
な
思
想
の
許
に
復
興
し
た
古
典
的
な
長
歌

は
も
は
や
そ
の
基
盤
と
す
る
よ
り
ど
こ
ろ
を
欠
き
、
沈
滞
し
且
つ
時

代
遅
れ
的
な
波
に
呑
ま
れ
、
我
が
和
歌
の
歴
史
の
中
か
ら
消
え
て
ゆ

く
運
命
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
（
（（
（

。
長
歌
の
復
興
と
凋
落
は
我
が
国
学
史

と
お
な
じ
足
取
り
が
伺
へ
る
の
で
あ
る
。

註（1
）　

六
人
部
是
香
『
長
歌
玉
琴
』
の
一
文
。
宣
長
も
『
う
ひ
や
ま
ぶ
み
』

で
同
様
の
事
を
述
べ
て
ゐ
る
。
ま
た「
長
歌
の
再
興
」尾
崎
暢
殃（
賀

茂
真
淵
全
集
月
報
八
）
参
照
。

（
2
）　
「
贈
稲
掛
大
平
書
」（
寛
政
一
二
年
三
月
）
真
淵
の
歌
風
を
め
ぐ
つ

て
の
論
争
。
な
ほ
春
海
の
長
歌
に
関
し
て
は
田
中
康
二
「
村
田
春

海
長
歌
変
容
攷
」（
國
學
院
雑
誌
九
七
巻
七
号
）
参
照
。

（
（
）　
『
岡
熊
臣
集
』
下
巻
、
創
作
編
所
収
。
以
下
の
熊
臣
の
著
作
に
付

い
て
も
同
じ
。

（
4
）　

同
様
の
試
み
は
既
に
宣
長
、
春
海
な
ど
の
歌
集
に
見
え
る
の
で
貞

融
独
自
の
考
へ
と
は
言
ひ
難
い
点
も
あ
る
。

（
5
）　

国
会
図
書
館
蔵
、
ま
た
中
村
秋
香
編
『
書
翰
文
大
成
』
所
収
。

（
（
）　

文
学
御
用
掛
は
天
皇
の
行
幸
に
扈
従
し
、
そ
の
紀
行
文
を
綴
り
、

宮
内
省
蔵
版
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
、『
十
符
の
菅
薦
』（
近
藤
芳

樹　

明
治
九
年
）、『
陸
路
の
記
』（
近
藤
芳
樹　

明
治
十
三
年
）、『
美

登
毛
農
嘉
数
』（
池
原
香
穉　

明
治
十
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま

た
漢
文
で
綴
ら
れ
た
も
の
に
『
扈
従
日
乗
』（
児
玉
源
之
丞　

明

治
十
八
年
）
が
あ
る
。
な
ほ
こ
の
こ
と
は
天
皇
に
の
み
限
ら
ず
、

皇
后
の
行
啓
に
つ
い
て
も
『
み
く
る
ま
の
あ
と
』（
小
出
粲　

明

治
二
十
三
年
）『
繫
暉
日
記
』（
香
川
敬
三　

明
治
二
十
三
年
）、『
み

ち
の
つ
と
』
小
池
道
子　

明
治
二
十
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ

ら
は
皇
后
宮
職
を
蔵
版
元
と
し
て
ゐ
る
。
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（
（
）　

勝
原
晴
希
「
新
体
詩
と
改
良
長
歌
」（
駒
澤
国
文
四
十
一
号
）、
揖

斐
高
「
改
行
論　

近
世
長
歌
と
明
治
新
体
詩
の
は
ざ
ま
」（
文
学

三
二
）
参
照
。

（
（
）　

中
村
秋
香
『
秋
香
歌
が
た
り
』
の
「
新
体
詩
」
の
項
。
明
治
四
十
年
。

（
（
）　

片
桐
顕
智
「
長
歌
改
良
論
を
繞
る
論
争
と
そ
の
展
開
」（
国
語
と

国
文
学
一
四
巻
三
号
）、
野
山
嘉
正
「
長
歌
改
良
論
の
史
的
意
義
」

（
山
梨
大
学
国
文
学
論
集　

昭
和
五
一
年
）
参
照
。

（
10
）　
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
六
巻
所
収
。

（
11
）　

私
は
以
前
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
こ
の
国
学
系
の
人
び
と
に
よ
つ

て
多
く
詠
ま
れ
た
詠
史
の
和
歌
に
つ
い
て
小
論
を
書
い
た
が
（
國

學
院
雑
誌
九
七
巻
四
、
五
号
「
幕
末
詠
史
和
歌
の
展
開
と
国
学
の

影
響
」）
国
学
思
想
や
当
時
の
内
外
関
係
を
基
盤
と
し
て
詠
ま
れ

た
こ
れ
ら
の
詠
史
和
歌
が
明
治
中
期
に
衰
退
し
た
の
も
同
じ
要
素

が
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
る
。

（
東
京
都
立
小
岩
高
等
学
校
教
諭
）




